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１和辻哲郎の「風土」論

ハ
ィ
デ
ガ
ー
と
同
年
（
一
八
八
九
年
）
生
ま
れ
の
和
辻
哲
郎
が
ド
イ
ツ
留
学
に
赴
い
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
著
「
一
仔
在
と
時
間
」
が
出
版

さ
れ
た
年
、
一
九
二
七
年
の
二
月
で
あ
る
。
和
辻
は
そ
の
年
の
初
夏
、
留
学
先
の
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
こ
の
書
を
手
に
入
れ
締
い
た
。
そ
し
て
、

こ
の
運
命
的
と
も
い
え
る
避
近
が
「
風
土
」
に
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

和
辻
の
「
風
土
」
と
い
う
著
作
が
注
目
に
値
す
る
の
は
、
そ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
と
時
間
」
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

そ
の
書
の
真
価
を
即
座
に
見
抜
き
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
な
が
ら
も
、
た
だ
追
随
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
批
判
的
に

対
決
す
る
と
い
う
和
辻
の
確
固
と
し
た
学
問
姿
勢
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
和
辻
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
は
西
洋
哲
学

の
伝
統
と
は
異
な
る
日
本
の
文
化
的
伝
統
に
根
ざ
し
な
が
ら
、
批
判
の
延
長
上
に
展
開
さ
れ
る
独
創
的
な
哲
学
構
想
に
は
日
本
的
な
特
殊
性
に
閉

塞
す
る
の
で
は
な
い
拡
が
り
と
奥
行
が
凰
蛍
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
狩
抹
性
を
潜
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
拓
か
れ
る
普
遍
性
の
地
平
に

つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
風
土
」
さ
ら
に
は
主
著
で
あ
る
「
倫
理
学
」
に
代
表
さ
れ
る
和
辻
の
著
作
の
う
ち
に
、
東
西
の
思
想

は
じ
め
に

和
辻
哲
郎
の
「
風
土
」
論

ｌ
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
と
の
対
渓
Ｔ
‐

星
野

勉
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交
流
の
ひ
と
つ
の
卓
越
し
た
モ
デ
ル
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

和
辻
は
、
西
洋
哲
学
の
伝
統
の
な
か
で
も
、
近
代
自
然
科
学
に
代
表
さ
れ
る
近
代
的
な
知
の
あ
り
方
に
異
を
唱
え
る
デ
ィ
ル
タ
ィ
、
ハ
ィ
デ

ガ
ー
ら
の
解
釈
学
を
、
み
ず
か
ら
の
方
法
論
的
な
枠
組
み
と
し
て
取
り
入
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
西
洋
哲
学
に
出
自
を
も
つ
解
釈
学
を
そ
の
ま
ま

受
容
す
る
の
で
は
な
く
、
独
自
の
観
点
か
ら
組
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
辻
は
学
の
新
し
い
可
能
性
を
切
り
拓
い
て
い
く
。
和
辻
が
展
開
す

る
解
釈
学
に
つ
い
て
は
、
「
あ
え
て
日
本
語
に
寄
り
添
い
、
日
本
語
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
隠
れ
た
実
践
を
読
み
解
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る

こ
と
、
二
、
そ
こ
で
読
み
解
か
れ
た
実
践
の
内
側
か
ら
人
間
学
的
な
意
味
連
関
を
理
解
し
自
覚
化
す
る
と
い
う
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
三
、

解
釈
学
が
一
般
理
論
と
し
て
で
は
な
く
、
「
人
間
の
学
」
す
な
わ
ち
倫
理
学
と
風
土
論
の
方
法
論
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
三

つ
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
石
）
。
な
か
で
も
、
第
一
、
第
二
の
特
徴
は
、
学
の
そ
な
え
る
べ
き
普
遍
性
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
日
本

語
と
い
う
特
殊
な
言
語
と
そ
こ
に
埋
め
込
ま
れ
た
同
じ
く
特
殊
な
実
践
と
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
き
な
障
害
で
あ
る
と
も
見
な
さ
れ

う
る
。
ま
た
、
第
三
の
特
徴
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
的
な
解
釈
学
を
梢
神
科
学
の
方
法
論
へ
と
、
解
釈
学
の
膳
史
を
逆
行
さ
せ
る
も
の
と
も
見

な
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
一
見
問
題
あ
り
と
も
見
な
さ
れ
う
る
独
自
の
解
釈
学
に
よ
っ
て
こ
そ
、
和
辻
は
西
洋
の
哲
学
者
た
ち
の
解
釈

学
的
な
前
提
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
た
ば
か
り
か
、
西
洋
の
個
人
主
義
的
な
人
間
概
念
に
取
っ
て
代
わ
る
「
人
間
」
概
念
を
、
さ
ら
に
は
、
時

空
複
合
体
に
か
か
わ
る
「
風
土
」
概
念
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
和
辻
独
自
の
解
釈
学
に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
た
学
の
新
し
い
可
能
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
彼
の
風
土
論
を
と
り
上
げ
る
。
と
り

わ
け
、
和
辻
自
身
が
対
決
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
と
の
比
較
対
照
を
通
じ
て
、
和
辻
の
風
土
論
の
日
本
的
な
特
殊
性
と
そ
の
特
殊
性
を
超
え
た
普

遍
的
な
意
味
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。
も
と
よ
り
、
和
辻
の
風
土
論
に
多
く
の
問
題
点
が
孕
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
隠
し
よ
う
の
な
い
事
実

で
あ
る
。
そ
の
点
へ
の
配
慮
を
欠
く
な
ら
ば
、
バ
ラ
ン
ス
を
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
比
較
思
想
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
和
辻
の
ハ
ィ
デ
ガ
ー
批
判

は
、
相
奨
正
さ
れ
う
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
和
辻
批
判
に
よ
っ
て
補
わ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

東
西
の
思
想
交
流
は
、
そ
れ
が
皮
相
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
た
め
に
、
相
互
批
判
的
な
理
解
の
上
に
築
か
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
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３和辻哲郎の「風土」論

和
辻
は
、
「
風
土
」
の
序
言
に
お
い
て
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
と
時
間
」
と
の
出
会
い
を
回
顧
し
な
が
ら
、
風
土
の
問
題
に
想
到
し
た
機
縁
を

語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
ハ
ィ
デ
ガ
ー
批
判
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
和
辻
の
独
創
的
な
風
土
論
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

「
存
在
と
時
間
」
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
も
と
で
、
そ
れ
を
批
判
的
に
受
容
す
る
な
か
で
懐
胎
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

う
し
た
相
互
批
判
的
な
理
解
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
理
論
形
式
に
お
い
て
で
は
な
く
、
特
殊
な
言
語
に
埋
め
込
ま
れ
た
実
践
の
あ
い
だ
の
比
較
対
照

に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
和
辻
の
風
土
論
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
我
々
に
投
げ
掛

け
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

自
分
が
風
土
性
の
問
題
を
考
え
は
じ
め
た
の
は
、
一
九
二
七
年
の
初
夏
、
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
有
と
時
間
」
を
読
ん
だ

時
で
あ
る
。
人
の
存
在
の
構
造
を
時
間
性
と
し
て
把
捉
す
る
試
み
は
、
自
分
に
と
っ
て
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
時
間
性

が
か
く
主
体
的
存
在
構
造
と
し
て
活
か
さ
れ
た
と
き
に
、
な
ぜ
同
時
に
空
間
性
が
、
同
じ
く
根
源
的
な
存
在
構
造
と
し
て
、
活
か
さ
れ
て
来

な
い
の
か
、
そ
れ
が
自
分
に
は
問
題
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
も
空
間
性
が
全
然
顔
を
出
さ
な
い
の
で
は
な
い
。
人

の
存
在
に
お
け
る
具
体
的
な
空
間
へ
の
注
視
か
ら
し
て
、
ド
イ
ツ
浪
漫
派
の
〈
生
け
る
自
然
〉
が
新
し
く
蘇
生
さ
せ
ら
れ
る
か
に
見
え
て
い

る
。
し
か
し
そ
れ
は
時
間
性
の
強
い
照
明
の
中
で
ほ
と
ん
ど
影
を
失
い
去
っ
た
。
そ
こ
に
自
分
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
仕
事
の
限
界
を
見
た
の
で

あ
る
。
空
間
性
に
即
せ
ざ
る
時
間
性
は
い
ま
だ
真
に
時
間
性
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
そ
こ
に
留
ま
っ
た
の
は
彼
の
Ｃ
農
・
ヨ
が
あ
く
ま

で
も
個
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
人
間
存
在
を
た
だ
人
の
存
在
と
し
て
捕
え
た
。
そ
れ
は
人
間
存
在
が
そ
の
具
体
的
な
る
二

重
性
に
お
い
て
把
捉
せ
ら
れ
る
と
き
、
時
間
性
は
空
間
性
と
相
即
し
来
た
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
充
分
具
体
的
に
現
わ
れ
て

和
辻
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
受
容
と
批
判
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人
と
社
会
と
の
具
体
的
な
一

ら
ば
、
時
間
性
は
空
間
性
‐

は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
風
土
の
問
題
全

し
か
し
、
風
土
の
問
題
を
考
え
は
じ
め
た
き
っ
か
け
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
と
時
間
」
を
読
ん
だ
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
窺
わ

れ
る
よ
う
に
、
和
辻
は
「
存
在
と
時
間
」
を
貫
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
本
的
な
考
え
方
と
そ
れ
を
支
え
る
方
法
を
受
容
し
て
も
い
る
。
ひ
と
つ
は
、

デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
代
的
主
体
性
や
意
識
の
立
場
か
ら
出
発
す
る
知
の
あ
り
方
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
の
視
点
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
新

し
い
知
の
あ
り
方
を
構
築
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
、
自
然
科
学
の
「
説
明
」
に
対
す
る
「
理
解
」
の
方
法
、
す
な
わ
ち
解
釈
学
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
和
辻
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
人
間
存
在
を
一
方
で
明
蜥
判
明
な
意
識
主
体
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
、
他
方
で
対
象
的
な
も
の
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
を
止
め
て
、
人
間
存
在
の
も
っ
と
も
身
近
な
あ
り
方
を
「
世
界
内
存
在
［
「
ゴ
ー
：
『
‐
葛
①
一
（
‐
⑪
①
旨
］
」
と
し
て
捉
え
、
日
常
性
に
お
け
る
人
間

存
在
の
あ
り
方
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
強
い
賛
意
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
論
）
。

ち
な
み
に
、
こ
の
「
世
界
内
存
在
」
の
「
内
」
の
意
味
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
た
と
え
ば
、
水
が
コ
ッ
プ
の
中
に
あ
る
場
合
の
よ
う
に
、

物
理
的
な
容
れ
物
の
よ
う
な
も
の
に
空
間
的
に
内
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
も
と
も
と
の
意
味
は
「
住
み
つ
く
こ
と
」
、

こ
こ
で
の
和
辻
の
批
判
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
時
間
性
を
人
の
存
在
構
造
と
し
て
把
捉
し
な
が
ら
も
、
空
間
性
を
同
じ
く
根
源
的
な
存
在
構
造
と

し
て
活
か
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
空
間
性
を
人
の
存
在
構
造
と
し
て
活
か
す
こ
と
が
で
き
な
い

の
は
、
人
間
一
仔
在
（
Ⅱ
現
存
在
［
ロ
圏
の
ヨ
］
）
を
人
（
Ⅱ
個
人
）
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
具
体
的
な
二
重
性
、
す
な
わ
ち
個
人
と
社
会
の
二
重
性

に
お
い
て
捉
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
辻
の
ハ
ィ
デ
ガ
ー
批
判
の
要
諦
は
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
が
こ
の
人
間
存
在
を
個

人
と
社
会
と
の
具
体
的
な
二
重
構
造
に
お
い
て
捉
え
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
も
し
人
間
存
在
が
こ
の
よ
う
な
二
重
構
造
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
な

ら
ば
、
時
間
性
は
空
間
性
と
、
歴
史
性
は
風
土
性
と
相
即
す
る
よ
う
に
な
り
、
時
間
性
も
歴
史
性
も
真
の
意
味
と
具
体
的
な
か
た
ち
を
獲
得
す
る

来
な
い
歴
史
性
も
、
か
く
し
て
初
め
て
そ
の
真
相
を
露
呈
す
る
。
と
と
も
に
、
そ
の
歴
史
性
が
風
土
性
と
相
即
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明

（
２
）
 

ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
（
Ⅷ
、
一
以
下
）
。
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５和辻哲郎の「風土」論

「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
概
念
に
は
、
近
代
の
認
識
論
が
前
提
と
す
る
主
観
・
客
観
モ
デ
ル
を
批
判
し
て
新
し
い
モ
デ
ル
を
提
出
す
る
と
い
う

ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
強
い
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
主
観
・
客
観
モ
デ
ル
に
対
す
る
批
判
者
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

師
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
の
先
駆
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
志
向
性
」
で
さ
え
も
い
わ
ゆ
る
主
観
・
客
観
モ
デ
ル
か

ら
自
由
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、
「
わ
た
し
」
と
「
物
」
と
の
関
係
を
主
観
・
客
観
の
分
離
以
前
の
純
粋
意
識
に
お
け
る
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
ヘ
と

遡
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
わ
た
し
」
へ
の
「
物
」
の
本
源
的
な
現
わ
れ
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
主
観
・
客
観
関
係
に
代
わ
る
モ
デ
ル

を
提
示
す
る
斬
新
な
試
み
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
何
も
の
か
に
向
け
ら
れ
て
い
る
純
粋
意
識
の
作
用
す
な
わ
ち
「
志
向
性
」
の
分

析
が
現
象
学
の
中
心
的
な
課
題
と
な
る
が
、
「
志
向
性
」
の
そ
な
え
て
い
る
、
何
も
の
か
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
機
構
、
こ
こ
に
超
越
の
問

題
が
絡
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
い
え
ど
も
、
ま
ず
主
観
と
い
う
も
の
を
立
て
、
次
に
そ
の
圏
域
に
属
す
も
の
と

し
て
志
向
的
体
験
を
想
定
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
伝
統
的
な
認
識
モ
デ
ル
か
ら
厳
密
な
意
味
で
自
由
で
は
な
い
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
場
合
、

超
越
の
問
題
は
、
何
も
の
か
に
自
分
自
身
を
向
け
る
作
用
は
い
か
に
し
て
そ
の
内
面
的
領
域
か
ら
外
へ
と
出
て
い
き
、
超
越
を
獲
得
す
る
か
と
い

「
住
み
込
む
こ
と
」
で
あ
る
。
「
存
在
と
時
間
」
の
ハ
ィ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
世
界
に
「
住
み
つ
く
｝
」
と
」
、
「
住
み
込
む
こ
と
」
と
い
う
人
間
の
あ

り
方
が
人
間
存
在
の
根
源
的
な
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
彼
は
「
世
界
内
存
在
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
「
世
界
内
存
在
」
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
引
き

出
さ
れ
る
「
世
界
の
世
界
性
」
さ
ら
に
「
空
間
性
」
は
、
和
辻
の
「
風
土
性
」
を
理
解
す
る
う
え
で
も
、
ま
た
そ
れ
と
の
近
さ
と
遠
さ
を
理
解
す

る
う
え
で
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
そ
れ
ら
の
概
念
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
と
時
間
」

お
よ
び
そ
の
周
辺
の
文
献
か
ら
読
み
解
く
こ
と
か
ら
着
手
す
る
こ
と
に
す
る
。

二
世
界
内
存
在
ｌ
日
常
性
と
根
源
的
な
超
越
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う
か
た
ち
で
し
か
立
て
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
志
向
性
」
を
誤
っ
て
主
観
化
し
て
し

ま
っ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
近
代
の
認
識
論
の
枠
組
み
に
依
然
と
し
て
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志

向
的
関
係
を
、
認
識
論
的
な
そ
れ
で
あ
れ
、
実
践
技
術
的
な
そ
れ
で
あ
れ
、
根
源
的
で
あ
る
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
、
「
何
ら
か
の
存
在
者
の
も
と
で
の
存
在
」
す
な
わ
ち
「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
現
存
在
の
あ
り
方
こ
そ
が

根
源
的
で
あ
り
、
こ
の
現
存
在
の
そ
な
え
て
い
る
根
本
的
な
機
榊
が
「
根
源
的
な
超
越
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
ェ

マ
に
お
い
て
示
さ
れ
る
志
向
的
関
係
は
、
む
し
ろ
こ
の
「
根
源
的
な
超
越
」
を
根
拠
と
し
、
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

し
か
し
、
「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
人
間
存
在
の
平
均
的
・
日
常
的
で
あ
り
ふ
れ
た
あ
り
方
が
「
根
源
的
な
超
越
」
で
あ
る
と
は
、
少
し
ば
か

り
奇
異
な
印
象
を
与
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
主
観
・
客
観
関
係
の
モ
デ
ル
で
は
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い
、
「
わ
た
し
」
の
世
界
へ
の

「
根
源
的
な
超
越
」
と
は
、
人
間
存
在
の
ど
う
い
う
あ
り
方
を
言
い
当
て
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

主
観
の
客
観
に
対
す
る
関
係
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
問
題
群
全
体
の
根
底
に
は
、
超
越
の
問
題
が
い
ま
だ
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま

に
残
っ
て
い
る
。
・
・
・
こ
の
超
越
の
問
題
は
、
志
向
性
の
問
題
と
は
断
じ
て
同
じ
で
は
な
い
。
後
者
は
存
在
的
な
超
越
と
し
て
、
そ
れ
自

身
、
根
源
的
な
超
越
に
基
づ
い
て
の
み
、
す
な
わ
ち
世
界
内
存
在
に
基
づ
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
の
根
源
的
な
超
越
が
、
存
在
者
へ
の

－
４
｜
 

あ
ら
ゆ
る
志
向
的
関
係
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
（
○
シ
い
つ
』
Ｓ
‐
］
ご
）
。

現
存
在
が
世
界
内
存
在
と
し
て
実
存
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
現
存
在
は
す
で
に
外
に
、
存
在
者
と
と
も
に
Ｔ
の
も
と
に
）
存
在
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
言
い
方
で
さ
え
、
根
本
的
に
は
依
然
と
し
て
不
正
確
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
〈
す
で
に
外
に
〉
と
い
う
こ
と
が
、
い
つ
か
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と
こ
ろ
で
、
現
存
在
は
世
界
へ
と
つ
ね
に
す
で
に
差
し
向
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
親
し
み
つ
つ
没
入
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
世
界
の

構
造
を
概
念
的
に
把
握
す
る
に
先
立
っ
て
、
世
界
の
内
で
出
会
わ
れ
る
存
在
者
、
す
な
わ
ち
「
道
具
的
存
在
者
」
と
か
か
わ
っ
て
生
活
し
て
い
る
。

現
存
在
は
、
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
道
具
的
存
在
者
」
を
熟
知
し
使
い
こ
な
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
世
界
に

つ
い
て
の
了
解
を
漠
然
と
で
は
あ
れ
抱
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
身
近
で
あ
る
だ
け
に
見
え
に
く
い
、
世
界
に
つ
い
て
の
こ
の
了
解
、
こ

れ
を
哲
学
的
立
場
か
ら
解
明
す
る
（
Ⅱ
仕
上
げ
る
）
の
が
「
存
在
と
時
間
」
の
課
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
塁
型
仔
在
論
的
Ⅱ
存
在

的
な
了
解
の
存
在
論
的
解
明
と
い
う
哲
学
的
課
題
を
、
「
現
存
在
の
も
っ
と
も
身
近
な
存
在
様
式
と
し
て
の
平
均
的
な
日
常
性
」
（
＆
）
か
ら
出
発

し
、
そ
の
地
平
の
う
ち
で
果
そ
う
と
す
る
。

つ
ま
り
、
現
存
在
が
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
実
存
す
る
と
は
、
そ
れ
が
「
そ
の
内
」
で
生
活
し
て
い
る
世
界
へ
と
超
え
出
て
し
ま
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
す
で
に
外
に
」
、
「
存
在
者
と
と
も
に
Ｔ
の
も
と
に
）
」
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
「
世
界
内
存
在
」
は
、
人
間
存
在
の
平
均
的
・
日
常
的
な
あ
り
方
で
あ
り
つ
つ
、
主
観
と
客
観
、
内
部
と
外
部
と
い
う
二
項
対
立
的
な

発
想
を
全
面
的
に
無
効
に
す
る
根
本
機
構
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
「
存
在
と
時
間
」
の
第
一
部
第
一
編
に
限
定
し
て
、
そ
こ
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
主
張
に
よ
れ
ば
、
現
存
在
は
、
日
常
的
な
「
世
界
内
存
在
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
他
者
た
ち
と
と
も
に
存
在
す
る
「
共
存
在
」
で
あ
り
、
「
世
界

内
部
的
存
在
者
」
（
第
一
義
的
に
は
「
道
具
的
存
在
者
」
の
も
と
で
の
存
在
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
「
世
界
内
部
的
存
在
者
」
と
い

う
こ
れ
ら
の
存
在
者
が
そ
の
内
部
で
出
会
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
世
界
は
、
つ
ね
に
す
で
に
他
者
と
共
有
さ
れ
て
い
る
世
界
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。 一
度
は
現
存
在
が
内
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
前
提
を
立
て
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
私
が
、
現
存
在
の
志
向
的
活
動
は
つ
ね
に

存
在
者
に
向
け
て
、
ま
た
存
在
者
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
と
一
一
一
一
口
う
と
し
て
も
、
そ
の
根
底
に
は
、
現
存
在
が
か
つ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
た
と

い
う
一
別
提
が
残
る
（
。
シ
山
。
Ｐ
国
‐
ピ
ニ
）
。
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さ
て
、
道
具
の
根
本
的
な
特
徴
は
そ
れ
が
何
か
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
道
具
は
本
質
的
に
何
々
す
る
た
め
の

手
段
た
る
〈
あ
る
も
の
〉
で
あ
る
」
（
呂
団
）
。
し
か
し
、
道
具
は
、
ま
さ
に
手
段
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
｜
個
の
こ
の
「
あ
る
も
の
」
に
と

ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の
「
あ
る
も
の
」
を
指
し
示
し
も
す
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
ン
マ
ー
は
釘
を
打
つ
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
打
つ
た
め
の
釘
を
指
示
す
る
が
、
釘
は
釘
で
固
定
さ
れ
る
た
め
の
木
の
板
を
、
木
の
板
は
囲
わ
れ
る
た
め
の
荒
壁
を
指
示
す
る
。
そ
の
よ
う

な
指
示
に
よ
っ
て
道
具
相
互
の
全
体
的
な
連
関
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
超
え
た
全
体
的
な
指
示
連
関
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
道
具
が
特

定
の
「
こ
の
あ
る
も
の
」
（
ハ
ン
マ
ー
）
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
道
具
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
こ
の
道
具
相
互
の
全
体

的
な
連
関
や
指
示
連
関
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
道
具
相
互
の
全
体
的
な
連
関
や
指
示
連
関
の
な
か
で
、
道
具
の
手
段
的
な
意

味
つ
ま
り
機
能
が
決
ま
る
が
、
こ
れ
が
ハ
ン
マ
ー
に
限
ら
ず
、
個
々
の
道
且
芝
特
定
の
こ
の
「
あ
る
も
の
」
た
ら
し
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
ハ
ン
マ
ー
が
使
用
さ
れ
る
の
は
、
木
材
を
切
っ
た
り
削
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
釘
を
打
つ
こ
と
で
も
っ
て
木
材
を
固
定
し
、
木
材

そ
の
さ
い
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
注
意
を
促
す
の
は
、
一
、
日
常
的
現
存
在
が
「
世
界
内
部
的
存
在
者
」
と
出
会
う
の
は
、
認
識
作
用
に
よ
っ
て
で

（
５
）
 

は
な
く
、
「
配
慮
的
に
気
遣
い
つ
つ
あ
る
交
渉
」
（
、
Ｎ
○
Ｊ
）
に
よ
っ
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
手
許
に
あ
る
存
在
者
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で

あ
る
こ
と
、
二
、
我
々
の
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
応
じ
て
、
出
会
わ
れ
る
「
世
界
内
部
的
存
在
者
」
も
、
普
通
に
そ
う
思
い
込
ま
れ
て
い
る
の
と

は
違
っ
て
、
事
物
Ｔ
「
事
物
的
存
在
者
」
）
で
は
な
く
、
道
具
（
Ⅱ
「
道
具
的
存
在
者
」
）
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
二
点
で
あ
る
。
議
論
の
出
発

点
を
こ
の
よ
う
に
設
定
す
る
こ
と
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
道
具
の
使
用
は
事
物
の
認
識
に
先
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
し
た
が
っ
て
、
道
具
の
使
用
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
関
係
は
認
識
す
る
「
わ
た
し
」
と
認
識
さ
れ
る
「
物
」
と
い
う
伝
統
的
な
主
観
・

客
観
関
係
よ
り
も
存
在
論
的
に
は
よ
り
根
源
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
和
辻
も
、
「
世
界
内
存
在
」
と
は
「
人
が

そ
の
日
常
性
に
お
い
て
何
ら
か
の
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
有
る
こ
と
」
だ
が
、
こ
の
「
何
ら
か
の
も
の
と
の
か
か
わ
り
」
を
前
提
と
し
て
、

そ
こ
か
ら
「
対
象
的
な
る
も
の
」
が
、
そ
し
て
「
己
れ
の
有
」
が
了
解
さ
れ
る
と
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
方
を
強
く
支
持
し
て
い
る
（
Ⅸ
、
一

五
七
）
。
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を
固
定
す
る
こ
と
で
も
っ
て
暴
風
雨
に
対
し
て
備
え
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
道
具
は
、
何
ら
か
の
有
意
義
な
目
的
の
た
め
に
有
用
な
用
途
の

も
と
で
適
切
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
適
切
な
所
を
得
て
使
用
さ
れ
た
と
言
い
う
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
道
具
が
道
具

と
し
て
出
会
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
適
具
と
し
て
、
適
切
な
所
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
適
切
な

所
を
得
る
こ
と
を
「
適
所
性
」
と
呼
ぶ
。

道
具
を
「
適
具
」
と
し
て
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
道
具
を
一
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
適
合
さ
せ
「
適
切
な
所
を
得
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
適
切
な
所
を
得
さ
せ
る
」
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
配
慮
的
な
気
遣
い
」
の
う
ち
で
道
具
を
「
そ
れ
が
い
ま
や
存

在
し
て
い
る
通
り
に
、
ま
た
、
そ
れ
が
そ
の
よ
う
に
存
在
す
る
よ
う
に
、
存
在
さ
せ
る
」
（
目
玉
）
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
さ
い
、

「
存
在
さ
せ
る
」
と
は
、
あ
る
も
の
を
存
在
す
る
よ
う
に
作
り
だ
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
そ
の
つ
ど
す
で
に
〈
存
在
し
て
い
る
も
の
〉
を
そ

の
道
具
的
存
在
性
に
お
い
て
暴
露
さ
せ
、
こ
う
し
た
存
在
の
存
在
者
と
し
て
出
会
わ
せ
る
」
（
閏
顧
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
存
在
が
道
具
を
「
適
旦
色
と
し
て
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
そ
れ
自
身
を
告
知
す
る
通
り
に
出
会
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
？
そ
も
そ
も
、
個
々
の
道
具
に
と
っ
て
の
適
切
な
所
が
適
切
な
所
と
し
て
決
ま
っ
て
く
る
の
は
ど
の
よ

う
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
？

個
々
の
道
具
に
と
っ
て
適
切
な
所
が
適
切
な
所
で
あ
る
の
は
、
道
具
的
存
在
者
を
そ
れ
と
し
て
櫛
成
し
て
い
る
「
適
所
全
体
性
」
が
個
々
の
道

具
よ
り
も
「
い
っ
そ
う
以
前
に
」
存
在
し
、
あ
ら
か
じ
め
下
図
を
描
い
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
「
適
所
全
体
性
」
の
描
く
下

い
か
な
る
適
所
性
が
何
ら
か
の
道
具
的
存
在
者
で
も
っ
て
得
ら
れ
る
か
は
、
そ
の
つ
ど
、
適
所
全
体
性
に
も
と
づ
い
て
下
図
が
描
か
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
仕
事
場
の
う
ち
に
あ
る
道
具
的
存
在
者
を
そ
の
道
具
的
存
在
者
に
お
い
て
構
成
し
て
い
る
適
所
全
体
性
は
、
個
々
の
道

具
よ
り
も
〈
い
っ
そ
う
以
前
に
〉
一
仔
在
し
て
い
る
（
の
Ｎ
雲
）
。
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10 

「
親
麺
聯
些
は
、
現
存
在
が
出
会
わ
れ
る
何
ら
か
の
世
界
へ
と
「
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
」
（
日
田
）
と
い
う
、
「
世
界
内
存
秤
匡
と
し
て
の
現

存
在
に
属
す
性
格
に
由
来
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
世
界
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
こ
そ
、
「
世
界
内
存
在
」
は
そ
れ
が
つ
ね
に
そ
れ

へ
と
ふ
る
ま
っ
て
い
る
世
界
を
了
解
し
て
お
り
、
「
世
界
内
部
的
に
出
会
わ
れ
る
も
の
の
解
放
が
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
生
じ
る
当
の
も
の
を
先
行

的
に
開
示
す
る
」
（
目
患
）
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
、
人
間
一
仔
在
の
も
っ
と
も
身
近
な
あ
り
方
で
あ
る
「
世
界
内
存
存
こ
が
「
根
源
的
な
超
越
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
根
拠
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

図
は
そ
れ
ぞ
れ
の
道
具
の
適
所
性
に
対
し
て
先
行
的
に
開
示
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
存
在
は
そ
の
下
図
を
あ
ら
か
じ
め
了
解
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
存
在
は
、
道
具
を
「
適
具
」
と
し
て
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
存
在
さ
せ
、
そ
れ
が
そ
れ
自
身
を
告

知
す
る
通
り
に
出
会
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
存
在
が
「
適
所
全
体
性
」
の
描
く
下
図
を
あ
ら
か
じ
め
了
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
？
そ
の
謎
を
解
く
鍵
が
「
親
密
性
」
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
適
所
全
体
性
」
に
つ
い
て
の
現
存
在
の
了
解
を
「
親
密
性
」

と
呼
び
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
「
適
所
全
体
性
」
の
先
行
的
な
開
示
が
可
能
に
な
る
と
い
う
。
現
存
在
は
そ
の
う
ち
で
自
己
を
了
解
し
て
い
る
場

す
な
わ
ち
世
界
と
根
源
的
に
「
親
し
ん
で
い
る
」
。
現
存
在
は
、
こ
の
世
界
と
の
「
親
密
性
」
に
お
い
て
、
世
界
を
世
界
と
し
て
櫛
成
し
て
い
る

諸
関
連
を
理
論
的
に
見
通
す
ま
で
に
は
至
ら
な
い
に
せ
よ
、
「
適
所
全
体
性
」
の
描
く
下
図
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
了
解
す
る
に
い
た
る
。
現
存
在

の
こ
の
存
在
了
解
こ
そ
、
存
在
者
を
し
て
「
適
所
性
と
い
う
存
在
様
式
を
と
っ
て
、
何
ら
か
の
世
界
の
う
ち
で
出
会
わ
れ
、
か
く
し
て
、
お
の
れ

の
そ
れ
自
体
に
お
い
て
お
の
れ
を
告
知
し
う
る
」
こ
と
を
得
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
「
存
在
者
が
暴
露
さ
れ
う
る
可
能
性
の
存
在
的
条
件
」

Ｓ
同
君
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

現
存
在
が
お
の
れ
に
指
示
す
る
と
い
う
様
態
に
お
い
て
そ
の
う
ち
で
お
の
れ
を
先
一
灯
的
に
了
解
し
て
い
る
場
、
こ
れ
が
存
在
者
を
先
行
的

に
出
会
わ
せ
る
基
盤
な
の
で
あ
る
。
お
の
れ
に
指
示
し
つ
つ
了
解
す
る
こ
と
が
そ
の
こ
と
の
う
ち
で
行
わ
れ
る
場
が
、
存
在
者
を
適
所
性
と
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１１和辻哲郎の「風土」論

「
親
密
性
」
に
お
い
て
現
存
在
が
直
接
的
に
了
解
す
る
世
界
こ
そ
、
存
在
論
的
に
は
、
「
お
の
れ
に
指
示
し
つ
つ
了
解
す
る
こ
と
が
そ
の
こ
と
の

う
ち
で
行
わ
れ
る
場
」
で
あ
る
ば
か
り
か
、
同
時
に
「
存
在
者
を
適
所
性
と
い
う
存
在
様
式
に
お
い
て
出
会
わ
せ
る
基
盤
」
で
も
あ
る
わ
け
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
現
存
在
が
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
に
指
示
し
つ
つ
自
己
を
了
解
す
る
と
こ
ろ
の
当
の
も
の
が
、
世
界
そ
れ
自
体
を
構
造
化
す
る
当
の

も
の
で
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
世
界
の
世
界
性
」
と
呼
ぶ
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
た
、
一
九
二
五
年
の
講
義
に
お
い
て
、
主
観
・
客
観
関
係
の
モ
デ
ル
で
は
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い
、
私
と
私
が
住
み
つ
い
て

い
る
（
自
然
を
含
む
）
世
界
と
の
関
係
を
「
生
身
の
あ
り
あ
り
と
し
た
（
一
①
－
９
島
信
）
」
と
形
容
し
、
私
が
「
純
粋
な
世
界
事
象
を
そ
の
生
身
の（

６
）
 

あ
り
あ
り
と
し
た
あ
り
さ
ま
に
お
い
て
出
会
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
は
「
世
界
内
存
在
」
に
基
い
て
の
み
で
あ
る
と
語
る
（
。
シ
Ｐ
Ｐ
ロ
。
『
）
。

こ
れ
は
、
和
辻
の
コ
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
）
ド
イ
ツ
浪
漫
派
の
〈
生
け
る
自
然
〉
が
新
し
く
蘇
生
さ
せ
ら
れ
る
か
に
見
え
て
い
る
」
と
い
う

発
言
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

「
世
界
内
存
在
」
の
「
内
」
の
意
味
は
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
物
理
的
な
容
器
の
よ
う
な
も
の
に
空
間
的
に
内
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
現
存
在
が
世
界
の
「
内
」
に
あ
る
の
は
、
物
が
物
理
的
な
空
間
の
中
に
あ
る
の
と
同
じ
仕
方
に
お
い
て
で
は
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
が
物
理
的
な
空
間
と
い
う
容
器
の
う
ち
に
内
属
す
る
と
い
う
考
え
方
を
徹
底
し
て
退
け
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
現
存
在
が
い
か
な
る
空
間
性
を
も
も
た
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
物
理
的
な
空
間
へ
の
内
属
の
拒
否
は
、
あ
ら
ゆ
る
空
間
を
排

い
、
２
仔
在
様
式
に
お
い
て
出
会
わ
せ
る
基
盤
な
の
だ
が
、
そ
う
し
た
場
が
世
界
と
い
う
現
象
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
存
在
が
そ
れ
を
基
盤

と
し
て
お
の
れ
に
指
示
す
る
当
の
も
の
の
構
造
が
、
世
界
の
世
界
性
を
な
す
当
の
も
の
な
の
で
あ
る
（
目
ま
）
。

三
空
間
性
１
１
実
存
論
的
空
間
論
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1２ 

ハ
ィ
デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
に
帰
せ
ら
れ
る
「
空
間
性
」
の
可
能
性
の
根
拠
を
「
内
ｌ
存
在
」
に
求
め
る
。
そ
の
さ
い
「
内
ｌ
存
在
」
と
は

「
世
界
内
部
的
に
出
会
わ
れ
る
存
在
者
と
の
配
慮
的
に
気
遣
い
つ
つ
あ
る
親
密
な
交
渉
」
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
問
題
の

「
空
間
性
」
は
「
世
界
内
部
的
に
出
会
わ
れ
る
存
在
者
と
の
親
密
な
交
渉
」
の
場
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
場
が
切
り
拓
か
れ
う
る
の
は
「
配
慮

的
な
気
遣
い
」
と
い
う
現
存
在
の
根
本
的
な
あ
り
方
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ま
た
、
「
配
慮
的
に
気
適
い
つ
つ
あ
る
親
密
な
交
渉
」
に
お
い
て
「
世

界
内
部
的
に
出
会
わ
れ
る
存
在
者
」
と
は
「
道
具
的
存
在
者
（
凶
目
目
：
局
印
）
」
以
外
の
も
の
で
は
な
い
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
道
具
的
存
在

者
」
と
は
同
時
に
「
近
く
に
」
存
在
し
て
い
る
存
在
者
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
も
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
は
道
具
の
存
在
を
表
現
す
る
「
〈
手

許
に
（
脚
冒
正
目
ｅ
〉
あ
る
」
と
い
う
術
語
の
う
ち
に
す
で
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
近
さ
」
は
「
距
離
の
測
定
に
よ
っ
て
確

定
さ
れ
る
」
通
常
の
意
味
で
の
「
近
さ
」
で
は
な
い
。

こ
の
「
近
さ
」
を
説
明
す
る
の
に
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
は
「
隔
た
り
の
奪
取
（
団
員
‐
符
日
巨
侵
）
」
（
、
Ｎ
］
＆
）
と
い
う
彼
独
得
の
用
語
を
用
い
る
。

ち
な
み
に
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
は
、
、
ヨ
ー
許
ョ
目
、
と
い
う
ド
イ
ツ
語
を
ハ
イ
フ
ン
付
き
で
用
い
る
こ
と
で
①
貝
の
否
定
の
意
味
を
強
調
す
る
が
、
そ
れ

は
両
国
牙
冒
皀
信
の
「
隔
た
り
」
と
か
「
距
離
」
と
か
の
通
常
の
意
味
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、
そ
れ
に
「
隔
た
り
や
距
離
の
奪
取
」
と
い
う
意
味
を

も
た
せ
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
通
常
の
意
味
で
の
「
隔
た
り
や
距
離
」
を
奪
い
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
つ
ど
世
界
内
部
的
存
在
者

除
す
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
物
理
的
な
空
間
と
は
別
の
空
間
の
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
と
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ

の
別
の
空
間
の
可
能
性
を
探
究
し
、
そ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
が
次
の
課
題
と
な
る
。

現
存
在
は
、
世
界
内
部
的
に
出
会
わ
れ
る
存
在
者
と
の
配
慮
的
に
気
遣
い
つ
つ
あ
る
親
密
な
交
渉
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
世
界
の
〈
内
〉

で
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
在
に
何
ら
か
の
仕
方
に
お
い
て
空
間
性
が
帰
せ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
内
‐

存
在
を
根
拠
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
（
目
］
三
‐
い
）
。
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１３和辻哲郎の「風土」論

何
ら
か
の
存
在
者
が
「
近
く
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
配
慮
的
な
気
遣
い
」
に
対
し
て
道
具
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
の
圏
域
の

う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
圏
域
に
お
い
て
は
、
測
定
さ
れ
る
距
離
に
基
づ
く
近
さ
と
遠
さ
と
は
違
っ
た
意
味
で
世
界
内

部
的
に
出
会
わ
れ
る
存
在
者
の
近
さ
と
遠
さ
を
改
め
て
問
題
と
し
う
る
場
面
が
、
「
配
慮
的
な
気
遣
い
」
に
よ
る
「
隔
た
り
の
奪
取
」
に
よ
っ
て

「
空
間
性
」
と
し
て
確
保
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
存
在
者
を
「
近
さ
」
の
う
ち
へ
出
会
わ
せ
る
場
と
し
て
こ
の
「
空
間
性
」
を
開
示
す
る
ば
か

り
か
、
世
界
内
部
的
な
存
在
者
の
近
さ
と
遠
さ
に
つ
い
て
の
決
定
を
下
し
も
す
る
の
は
、
「
配
慮
的
な
気
遣
い
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
近
づ
け
る
」

と
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
客
観
的
な
空
間
内
の
一
点
を
占
め
る
物
理
的
な
《
身
体
に
あ
る
も
の
を
引
き
寄
せ
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
「
近
づ
け
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
客
観
的
な
空
間
内
の
物
理
的
な
身
体
と
い
う
物
を
め
が
け
て
定
位
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

「
配
慮
し
つ
つ
あ
る
世
界
内
存
在
」
を
め
が
け
て
定
位
さ
れ
て
い
る
。
「
近
づ
け
て
隔
た
り
を
奪
取
す
る
こ
と
は
、
そ
の
つ
ど
近
づ
け
ら
れ
て
隔
た

り
を
稚
取
さ
れ
た
も
の
へ
と
配
慮
的
に
気
遣
い
つ
つ
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」
（
一
承
）
。
だ
か
ら
、
「
配
慮
的
な
気
遣
い
」
に
よ
っ
て

開
示
さ
れ
る
、
こ
の
「
空
間
性
」
の
も
と
で
は
、
も
っ
と
も
近
い
も
の
は
、
我
々
の
身
体
か
ら
距
離
が
も
っ
と
も
小
さ
い
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら

な
い
。
も
っ
と
も
近
い
も
の
は
、
足
で
達
し
、
手
で
つ
か
み
、
目
が
届
き
う
る
範
囲
の
う
ち
で
は
、
む
し
ろ
遠
ざ
か
っ
て
い
る
も
の
の
う
ち
に
あ

る
こ
と
も
あ
る
。
「
配
視
的
な
配
慮
的
気
遣
い
が
初
め
か
ら
そ
の
も
と
に
引
き
と
ど
ま
っ
て
い
る
当
の
も
の
が
、
も
っ
と
も
近
い
も
の
で
あ
り
、

隔
た
り
の
奪
取
を
規
整
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
目
」
ｓ
）
。

が
「
近
さ
」
の
う
ち
へ
と
出
会
わ
さ
れ
る
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

隔
た
り
を
奪
取
す
る
こ
と
は
、
遠
さ
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
も
の
の
遠
隔
性
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
、
つ

ま
り
近
づ
け
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
存
在
は
、
本
質
上
、
隔
た
り
を
奪
取
し
つ
つ
存
在
し
て
お
り
、
現
存
在
が
そ
れ
で
あ
る
存
在

者
と
し
て
、
そ
の
つ
ど
一
仔
在
者
を
近
さ
の
う
ち
へ
と
出
会
わ
せ
る
（
閏
」
＆
）
。
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1４ 

空
間
は
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
直
観
形
式
で
も
な
け
れ
ば
、
自
然
科
学
が
前
提
と
し
て
い
る
純
粋
空
間
で
も
な
い
。
む
し
ろ
空
間
は
世
界
の
内
に

存
在
し
て
い
る
。
世
界
が
空
間
の
中
に
存
在
し
、
空
間
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
空
間
が
世
界
の
「
内
」
に
存
在
し
、
世

界
の
「
世
界
性
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
主
観
は
主
観
で
、
空
間
を
主
観
の
内
に
直
観
形
式
と
し
て
見
出
し
た
り
、
主
観
の

外
に
純
粋
空
間
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
観
察
し
た
り
す
る
脱
世
界
的
な
主
観
で
は
な
い
。
主
観
そ
れ
自
体
が
空
間
的
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

空
間
と
は
主
観
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
空
間
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
観
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
空
間
と
は
、
物
理
学
的
な
空
間
の
よ
う
に
、

中
心
不
在
の
純
粋
で
同
質
的
な
た
だ
の
拡
が
り
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
隔
た
り
の
奪
取
」
に
よ
る
「
近
さ
」
と
「
方
向
の
切
り
開
き
」
と
い
う

性
格
を
帯
び
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
方
向
の
切
り
開
き
」
も
、
「
隔
た
り
の
奪
取
」
と
同
様
に
「
配
慮
的
な
気
遣
い
」
に
よ
っ
て
導
か
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
「
方
向
の
切
り
開
き
」
の
う
ち
か
ら
、
右
と
左
と
い
う
方
向
が
生
じ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
現
存
存
在
は
た
え
ず
、

自
ら
お
こ
な
う
隔
た
り
の
奪
取
と
一
緒
に
こ
れ
ら
左
右
の
方
向
を
も
鑑
え
て
い
る
」
（
目
－
９
）
。

配
慮
的
に
気
遣
い
つ
つ
世
界
内
で
対
処
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
我
々
に
は
、
物
理
的
な
空
間
と
は
別
の
空
間
性
、
す
な
わ
ち
、
測
定
す
る
こ
と

も
で
き
な
け
れ
ば
横
切
り
わ
た
る
こ
と
も
で
き
な
い
「
現
存
在
に
と
っ
て
構
成
的
な
空
間
性
」
が
開
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
生
き
ら
れ
る
空

間
と
物
理
学
的
な
空
間
と
は
全
く
無
関
係
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
も
し
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
関
係
で
あ
ろ
う
か
？

空
間
が
主
観
の
内
で
存
在
し
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
世
界
が
空
間
の
内
で
存
在
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
空
間
は
、
現
存
在

に
と
っ
て
構
成
的
な
世
界
内
存
在
が
空
間
を
開
示
し
て
お
い
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
世
界
の
〈
内
〉
で
存
在
し
て
い
る
。
空
間
が
主
観
の
内

で
見
出
さ
れ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
主
観
が
世
界
を
〈
あ
た
か
も
〉
世
界
が
ひ
と
つ
の
空
間
の
内
で
存
在
し
て
い
る
〈
か
の
よ
う
に
〉
観
察

す
る
の
で
も
な
い
。
存
在
論
的
に
十
分
了
解
さ
れ
た
く
主
観
〉
つ
ま
り
現
存
在
が
空
間
的
な
の
で
あ
る
（
目
］
三
。
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１５和辻哲郎の「風IJI論

「
配
視
な
し
に
、
わ
ず
か
に
眺
め
や
る
こ
と
し
か
せ
ず
に
」
空
間
を
暴
露
す
る
や
り
方
と
は
、
配
慮
的
な
気
適
い
か
ら
解
放
さ
れ
た
認
識
作
用

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
近
代
の
自
然
科
学
が
前
提
と
す
る
認
識
作
用
の
も
と
で
は
、
ま
ず
は
現
一
任
狂
と
世
界
と
が
切

り
離
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
つ
ど
一
仔
在
者
を
近
さ
の
う
ち
へ
と
出
会
わ
せ
る
ば
か
り
か
、
そ
こ
に
住
み
込
み
な
じ
ん
で
も
い
る
世
界
が
崩
壊

す
る
。
道
具
的
存
在
者
が
属
し
て
い
る
、
環
境
世
界
的
に
枠
づ
け
さ
れ
た
場
所
の
多
様
性
が
、
任
意
の
諸
事
物
が
占
め
る
純
挟
（
た
る
位
置
の
多
様

性
へ
と
変
容
さ
せ
ら
れ
、
環
境
世
界
が
自
然
世
界
に
、
道
具
的
存
在
者
が
事
物
的
存
在
者
に
な
る
。
つ
ま
り
、
世
界
の
崩
壊
と
と
も
に
、
事
物
か

ら
な
る
自
然
世
界
と
、
そ
れ
を
客
観
と
し
て
隔
た
り
に
お
い
て
分
析
す
る
主
観
と
が
、
世
界
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
、
そ
れ
と
し
て
析
出
さ
れ
る
。

こ
れ
が
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
脱
‐
世
界
化
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
世
界
は
純
粋
空
間
に
、
「
世
界
内
存
去
些
と
し

て
の
現
存
在
は
純
粋
な
意
識
主
体
に
変
貌
す
る
の
で
あ
る
。

物
理
学
的
な
空
間
は
、
日
常
的
に
生
き
ら
れ
る
空
間
を
そ
の
場
所
と
方
域
と
も
ど
も
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
環
境
世
界
の
「
脱

ｌ
世
界
化
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
近
づ
き
う
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
物
理
学
的
な
空
間
は
生
き
ら
れ
る
空
間
の
欠
如
態
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
き
た
二
次
的
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
和
辻
も
ハ
イ

配
視
な
し
に
、
わ
ず
か
に
眺
め
や
る
こ
と
し
か
せ
ず
に
空
間
を
暴
露
す
れ
ば
、
環
境
世
界
的
な
諸
方
域
は
中
性
化
さ
れ
て
、
純
粋
な
諸
次

元
に
な
っ
て
し
ま
う
。
道
具
的
に
存
在
す
る
道
具
が
属
し
て
い
る
場
所
と
、
そ
う
し
た
道
具
が
配
視
的
に
定
位
さ
れ
て
い
る
場
所
全
体
性
と

は
崩
壊
し
て
、
任
意
の
諸
事
物
が
占
め
る
位
置
の
多
様
性
に
な
っ
て
し
ま
う
。
世
界
内
部
的
な
道
具
的
存
在
者
の
空
間
性
は
、
こ
う
し
た
道

具
的
存
在
者
と
と
も
に
お
の
れ
の
適
所
性
と
い
う
性
格
を
失
っ
て
し
ま
う
。
世
界
は
お
の
れ
の
種
別
的
な
環
境
性
を
失
い
、
環
境
世
界
は
自

然
世
界
に
な
っ
て
し
ま
う
。
道
具
的
に
存
在
す
る
道
具
全
体
性
と
し
て
の
〈
世
界
〉
は
空
間
化
さ
れ
て
、
わ
ず
か
に
事
物
的
に
し
か
存
在
し

て
い
な
い
、
拡
が
り
の
あ
る
諸
事
物
の
連
関
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
同
質
的
な
自
然
空
間
が
姿
を
現
す
の
は
、
道
具
的
存
在
者
の

世
界
適
合
性
が
種
別
的
に
脱
‐
世
界
化
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
、
出
会
わ
れ
る
存
在
者
が
暴
露
さ
れ
る
と
き
の
み
な
の
で
あ
る
（
目
］
一
口
）
。
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1６ 

和
辻
は
、
「
日
常
直
接
の
事
実
と
し
て
の
風
土
が
果
し
て
そ
の
ま
ま
自
然
現
象
と
見
ら
れ
て
よ
い
か
？
」
耐
、
七
）
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ

れ
に
対
し
て
否
と
答
え
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
世
界
性
」
に
代
わ
る
和
辻
の
「
風
土
性
」
は
、
「
主
体
的
な
人
間
存
在
の
表
現
」

で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
白
狭
妙
環
境
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
日
常
直
接
の
事
実
」
と
し
て
の
風
土
に
接
近
す
る
に
あ
た
り
、
自

然
現
象
を
対
象
と
す
る
自
然
科
学
の
方
法
で
は
な
く
解
釈
学
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
さ
い
と
く
に
注
目
に
値
す
る
の
が
人
間
の
存

在
構
造
と
し
て
の
超
越
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
存
在
者
へ
の
あ
ら
ゆ
る
志
向
的
関
係
を
可
能
に
す
る
と
い
う
意
味
で

「
根
源
的
な
超
越
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
和
辻
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
風
土
」
の
冒
頭
で
和
辻
は
、
た
と
え
ば
我
々
が
寒
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
、
「
一
定
の
温
度
の
空
気
が
、
す
な
わ
ち
物
理
的
客
観
と
し
て
の
寒
気

が
、
我
々
の
肉
体
に
存
す
る
威
普
鐘
噸
官
を
刺
激
し
、
そ
う
し
て
心
理
的
主
観
と
し
て
の
我
々
が
そ
れ
を
一
定
の
心
理
状
態
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
」

（
Ⅷ
、
△
で
は
な
い
と
説
い
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
寒
気
も
我
々
も
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
存
立
し
、
そ
の
寒
気

が
外
か
ら
我
々
に
迫
り
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
我
々
が
寒
さ
を
感
じ
る
と
い
つ
圭
心
向
的
関
係
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
和
辻
に

よ
れ
ば
、
主
観
と
客
観
の
区
別
に
根
ざ
す
こ
の
関
係
は
志
向
的
関
係
に
つ
い
て
の
誤
解
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
和
辻
は
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
フ
ッ
サ
ー

ル
批
判
を
思
わ
せ
る
口
ぶ
り
で
、
寒
さ
を
感
じ
る
主
観
が
寒
気
と
い
う
ご
と
き
客
観
に
向
か
っ
て
関
係
を
起
こ
す
一
つ
の
点
で
あ
る
の
で
も
な
け

れ
ば
、
志
向
対
象
が
心
理
的
内
容
で
あ
る
の
で
も
な
い
と
断
言
す
る
。

デ
ガ
ー
と
考
え
方
を
同
じ
く
す
る
。
す
な
わ
ち
、
和
辻
に
と
っ
て
も
、
「
通
例
自
然
環
境
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
人
間
の
風
土
性
を
具
体

的
基
盤
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
対
象
的
に
解
放
ざ
れ
来
た
っ
た
も
の
」
（
Ⅷ
、
二
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

四
和
辻
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
超
越
問
題
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１７和辻哲郎の「風｣」論

さ
ら
に
、
和
辻
は
ハ
ィ
デ
ガ
ー
が
「
世
界
内
存
在
」
の
あ
り
方
の
一
つ
と
し
て
採
り
上
げ
る
「
情
状
性
（
因
の
。
ａ
一
一
・
房
畠
）
」
と
い
う
概
念
に

も
注
目
す
る
。
「
情
状
性
」
が
具
体
的
に
経
験
さ
れ
る
の
は
「
気
分
（
の
ニ
ョ
ョ
目
、
）
」
と
し
て
で
あ
る
が
、
あ
れ
こ
れ
の
事
物
や
他
者
と
の
関
わ

り
も
、
何
ら
か
の
「
気
分
」
の
な
か
で
、
愉
快
に
さ
せ
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
寂
し
く
さ
せ
る
よ
う
に
と
い
う
仕
方
で
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
、

我
々
は
そ
の
つ
ど
す
で
に
何
ら
か
の
「
気
分
」
の
う
ち
に
あ
る
が
、
愉
快
だ
、
あ
る
い
は
、
寂
し
い
と
い
う
「
気
分
」
の
う
ち
で
、
事
物
や
他
者

と
出
会
う
ば
か
り
か
、
自
己
自
身
を
も
ま
た
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
和
辻
は
、
「
気
分
」
が
「
心
的
状
態
」
と
の
み
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

く
我
々
の
「
存
在
の
仕
方
」
で
あ
る
と
断
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
を
自
然
環
境
と
人
間
の
関
係
に
当
て
は
め
る
。

和
辻
に
と
っ
て
も
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
と
同
様
に
、
「
外
に
出
て
い
る
（
貝
‐
鳥
一
⑥
『
⑥
）
」
と
い
う
意
味
で
の
超
越
が
我
々
自
身
の
構
造
の

根
本
的
な
規
定
で
あ
っ
て
、
志
向
性
も
ま
た
こ
れ
に
基
づ
く
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
和
辻
に
よ
れ
ば
、
寒
さ
を
蟻
す
る
の
は
一

つ
の
志
向
的
体
験
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
我
々
は
、
す
で
に
外
に
、
す
な
わ
ち
寒
さ
の
う
ち
へ
出
て
い
る
。
だ
か
ら
、
寒
さ
を
盛
す
る
こ
と

に
お
い
て
、
我
々
は
寒
さ
自
身
の
う
ち
に
、
寒
気
と
い
う
ご
と
き
「
も
の
」
「
対
騒
竺
で
は
な
く
、
「
出
て
い
る
己
れ
」
自
身
を
見
い
だ
す
の
で
あ

フ（》◎

〈
爽
や
か
な
気
分
〉
は
空
気
の
温
度
と
湿
度
と
の
あ
る
特
定
の
状
態
が
外
か
ら
影
響
し
て
内
に
爽
や
か
な
心
的
状
態
を
引
き
起
こ
し
た
と

し
て
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
現
象
で
あ
る
が
、
し
か
し
具
体
的
体
験
に
お
い
て
は
事
情
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
心
的
状
態

で
は
な
く
し
て
空
気
の
爽
や
か
さ
で
あ
る
。
・
・
・
空
気
が
〈
爽
や
か
さ
〉
の
有
り
方
を
持
つ
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
我
々
自
身
が
爽
や
か

寒
さ
を
感
ず
る
と
き
、
我
々
自
身
は
す
で
に
外
気
の
寒
冷
の
も
と
に
宿
っ
て
い
る
。
我
々
自
身
が
寒
き
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、

我
々
自
身
が
寒
さ
の
中
に
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
我
々
自
身
の
有
り
方
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

力
説
す
る
よ
う
に
、
〈
外
に
出
て
い
る
〉
（
の
×
‐
⑫
一
：
局
）
こ
と
を
、
従
っ
て
志
同
性
を
、
特
徴
と
す
る
（
Ⅷ
、
九
）
。
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1８ 

し
か
し
、
こ
こ
に
和
辻
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
違
い
が
き
ざ
し
て
も
い
る
。
と
い
う
の
も
、
「
存
在
と
時
間
」
に
お
け
る
環
境
世
界
に
つ
い
て
の
議

論
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
「
ド
イ
ツ
浪
漫
派
の
〈
生
け
る
自
然
〉
が
新
し
く
蘇
生
さ
せ
ら
れ
る
か
に
見
え
る
」
面
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

基
本
的
に
は
、
現
存
在
が
あ
れ
こ
れ
の
物
を
道
具
と
し
て
見
い
だ
す
こ
と
の
み
に
、
す
な
わ
ち
、
人
間
が
自
然
環
境
を
能
動
的
に
利
用
す
る
こ
と

の
み
に
蒜
目
す
る
も
の
で
、
寒
さ
や
爽
や
か
さ
を
感
じ
る
と
い
う
よ
う
な
知
覚
理
論
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
和

辻
が
明
察
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
白
狭
灌
Ｎ
２
ｍ
と
し
て
考
え
る
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
特
性
が
著
し
く
現
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
（
別
巻

Ｉ
、
三
九
○
）
。
つ
ま
り
、
和
辻
の
環
境
世
界
が
一
定
の
相
貌
を
帯
び
て
立
ち
現
わ
れ
る
生
身
の
自
然
ま
で
含
む
の
に
対
し
て
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の

環
境
世
界
は
配
慮
的
Ｔ
実
践
技
術
的
）
な
気
遣
い
の
向
か
う
道
具
的
な
環
境
世
界
に
限
ら
れ
る
。
こ
こ
に
両
者
の
違
い
が
あ
る
ば
か
り
か
、
和

辻
か
ら
見
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
１
の
議
論
の
特
殊
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
限
界
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
和
辻
に
と
っ
て
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の

議
論
の
不
十
分
性
は
こ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ま
た
、
日
常
的
な
「
世
界
内
存
去
些
を
論
じ
る
さ
い
に
、
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
の
現
存
在
が
道
具
的
存
在
者
の
も
と
に

存
在
す
る
の
み
な
ら
ず
、
他
者
と
と
も
に
存
在
す
る
「
共
同
存
在
（
＆
旨
①
ヨ
）
」
で
も
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
世
界
内
部
的
存
在
者
が
そ
の
内
部

で
出
会
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
世
界
は
そ
の
つ
ど
す
で
に
他
者
と
共
有
さ
れ
る
「
共
同
世
界
（
二
言
①
｝
〔
）
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
和
辻
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
違
値
健
的
に
受
け
容
れ
て
、
堪
象
学
的
な
知
覚
理
論
を
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
敷
行
す
る
。

寒
さ
を
体
験
す
る
の
は
我
々
で
あ
っ
て
単
に
我
の
み
で
は
な
い
。
我
々
は
同
じ
寒
さ
を
共
同
に
感
ず
る
。
だ
か
ら
こ
そ
我
々
は
寒
さ
を
言

い
現
わ
す
言
葉
を
日
常
の
挨
拶
に
用
い
得
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
間
に
寒
さ
の
感
じ
方
が
お
の
お
の
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
寒
さ

を
共
同
に
感
ず
る
と
い
う
地
盤
に
お
い
て
の
み
可
能
に
な
る
耐
、
一
○
）
。

で
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
我
々
自
身
が
空
気
に
お
い
て
我
々
自
身
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
Ⅷ
、
二
○
以
下
）
。
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１９和辻哲郎の「風土」論
和
辻
に
と
っ
て
、
「
外
に
出
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
の
人
間
存
在
の
超
越
は
、
寒
気
の
う
ち
に
出
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
ば
か
り
か
、
む
し

ろ
そ
れ
に
先
立
っ
て
つ
ね
に
す
で
に
他
者
の
う
ち
に
出
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
超
越
は
第
一
に
「
他
人
に
お
い
て
己

れ
を
見
い
だ
し
、
自
他
の
合
一
に
お
い
て
絶
対
的
否
定
性
に
還
り
行
く
」
（
Ⅷ
、
一
八
）
と
い
う
意
味
で
の
超
越
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

で
和
辻
は
、
超
越
を
、
人
間
存
在
の
絶
対
的
否
定
性
の
運
動
、
す
な
わ
ち
、
個
（
個
人
）
を
否
定
し
て
全
体
（
自
他
の
合
二
へ
、
ま
た
全
体

（
自
他
の
合
二
を
否
定
し
て
個
（
個
人
）
へ
と
い
う
、
「
汚
定
の
運
動
」
と
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
辻
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
動
的

な
構
造
を
そ
な
え
た
、
人
と
人
と
の
間
柄
は
、
自
他
が
そ
こ
か
ら
析
出
さ
れ
う
る
地
盤
と
し
て
、
本
来
す
で
に
「
外
に
出
て
い
る
」
場
面
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
寒
さ
に
お
い
て
己
れ
を
見
い
だ
す
の
は
根
源
的
に
は
間
柄
と
し
て
の
我
々
な
の
で
あ
る
」
（
Ⅷ
、
一
○
）
。
そ

し
て
、
こ
の
間
柄
の
時
間
的
な
榊
造
に
応
じ
て
、
超
越
は
第
二
に
歴
史
性
と
い
う
意
義
を
帯
び
る
。
未
来
へ
と
出
て
行
く
Ｔ
先
駆
け
る
）
こ
と

に
お
い
て
過
去
へ
と
出
て
行
く
Ｔ
還
る
）
の
は
、
個
人
意
識
ば
か
り
で
は
な
く
、
間
柄
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
和
辻
に
言
わ
せ
れ
ば
、
む
し

ろ
、
個
人
意
識
に
お
け
る
時
間
性
は
、
間
柄
の
こ
の
歴
史
性
を
地
盤
と
し
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
第
三
に
、
間
柄
の

空
間
的
な
榊
造
に
応
じ
て
、
超
越
は
風
土
的
に
外
に
出
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
間
柄
と
し
て
の
我
々
が
風
土
に
お
い
て
我
々
自
身
を
見
出

す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
「
共
同
態
の
形
成
の
仕
方
、
意
識
の
仕
方
、
従
っ
て
言
語
の
作
り
方
、
さ
ら
に
は
生
産
の
仕
方
や
家
屋
の
作

り
方
」
（
Ⅷ
、
一
八
）
な
ど
に
お
い
て
現
わ
れ
て
く
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
歴
史
性
と
風
土
性
と
が
相
即
不
離
の
関
係
に

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
が
肉
体
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
「
風
土
」
は
た
ん
な
る
空
間
と
い
う
よ
り
は
時
間

や
歴
史
の
重
層
を
も
そ
の
う
ち
に
取
り
込
ん
だ
「
主
体
的
肉
体
性
」
に
か
か
わ
る
論
考
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
存
在
と
時
間
」
に
お
け
る
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
「
共
同
存
在
」
の
分
析
、
な
ら
び
に
超
越
問
題
の
帰
趨
は
和
辻
に
と
っ
て
納
得

こ
れ
に
対
し
て
、
「
存
在
レ

の
い
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
論
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
他
者
と
の
出
会
い
は
あ
く
ま
で
も
道
具
と
の
出
会
い
を
介
し
て
し
か
成
り
立
た
ず
、
し
た
が
っ
て
、
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2０ 
「
共
同
世
界
」
も
道
具
的
な
環
境
世
界
に
対
し
て
副
次
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
が
、
和
辻
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
で
は
理
解
の
根
底
に
あ
る
間
柄

に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
関
心
は
、
我
々
の
存
在
了
解
を
可
能
に
し
て
い
る
人
間
存
在
の
根
本
榊
造
の
解
明
を
通

し
て
存
在
一
般
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
死
の
不
安
に
直
面
す
る
自
己
の
根
底
か
ら
呼
び
か
け
る
良
心
に
聴
従
し
、
死
へ
と
先
駆

的
に
決
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
存
在
は
本
来
的
な
自
己
の
存
在
を
実
現
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
和
辻
に
と
っ
て
は
、
死
へ
の
先
駆
的
な

決
意
は
何
よ
り
も
実
存
を
単
独
化
す
る
原
理
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
人
と
人
と
の
間
柄
を
構
成
す
る
空
間
性
が
無
視
さ
れ
、
人
間
の
存
在

榊
造
が
「
わ
た
し
」
と
い
う
孤
立
し
た
個
人
の
存
在
に
即
し
て
の
み
取
り
上
げ
ら
れ
る
時
間
性
の
局
面
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
こ
で
実
現
さ
れ
る
自
己
の
本
来
性
は
、
実
存
的
単
独
者
の
共
同
世
界
か
ら
の
離
脱
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
か
ぎ
り
、
間
柄
に
お
い
て
こ
そ

自
己
の
本
来
性
が
実
現
さ
れ
る
と
考
え
る
和
辻
か
ら
見
れ
ば
、
む
し
ろ
非
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

超
越
の
問
題
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
わ
ゆ
る
存
在
論
的
な
問
題
場
面
で
は
、
「
既
在
し
つ
つ
現
前
化
す
る
到
来
」
と
い
う
本
質
的
に
「
脱
自
的

な
」
時
間
性
の
榊
造
に
応
じ
て
、
「
お
の
れ
の
外
へ
と
抜
け
出
て
い
る
」
こ
と
と
し
て
改
め
て
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
日

常
的
公
共
性
の
う
ち
で
標
準
化
し
、
頽
落
し
た
「
ひ
と
」
か
ら
自
己
を
解
放
す
る
と
い
う
実
存
的
単
独
者
の
い
わ
ば
自
己
解
放
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
と
よ
り
、
和
辻
の
関
心
と
は
別
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
そ
の
人
の
文
脈
に
お
い
て
、
既
存
の
標
準
化
し
た
日
常
的
世
界
か
ら
の
脱
出
と
い
う
寳
凹
味
で

の
超
越
を
、
実
存
に
と
っ
て
も
っ
と
も
固
有
な
存
在
Ｔ
全
体
存
在
）
の
可
能
性
を
切
り
拓
く
こ
と
と
し
て
横
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
な

く
は
な
い
。
し
か
し
、
日
常
的
な
世
界
を
議
論
の
出
発
点
に
設
定
し
た
こ
と
自
体
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
自
身
が
日
常
的
な
世
界
の
う
ち
で
の
人
間
の
あ

り
方
に
近
代
的
な
発
想
を
超
え
る
積
極
的
な
意
味
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
日
常
的
な
事
実
性

は
た
だ
脱
ぎ
去
ら
れ
て
、
そ
れ
で
用
済
み
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
も
、
も
と
も
と
「
根
源
的
な
超
越
」

は
日
常
的
な
現
存
在
の
「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
あ
り
方
に
即
し
て
語
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
和
辻
に
と
っ
て
は
、
し
か
し
、
不
安
や
無

に
お
い
て
自
己
を
先
鋭
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
当
初
の
意
に
反
し
て
、
現
存
在
を
そ
の
世
界
か
ら
引
き
離
し
、
宙
に
浮
い
た

「
わ
た
し
」
へ
と
孤
立
さ
せ
、
日
常
性
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
う
る
人
間
の
共
同
存
在
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
を
背
後
に
押
し
や
る
こ
と
に
な
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２１和辻哲郎の「風土」論

超
越
問
題
の
帰
趨
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
和
辻
か
ら
見
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
現
存
在
（
ｏ
易
①
三
）
が
あ
く
ま
で
も
個
人
に

過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
人
間
存
在
を
た
だ
の
人
の
存
在
と
捕
え
た
。
そ
れ
は
人
間
存
在
の
個
人
的
・
社
会
的
な
る
二
重
構
造
か
ら
見

れ
ば
、
単
に
抽
象
的
な
る
一
面
に
過
ぎ
ぬ
」
（
Ⅷ
、
二
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
和
辻
に
と
っ
て
は
「
人
と
人
と
の
〈
間
柄
〉
が
超
越
の
場
面
で
な
く

て
は
な
ら
ぬ
」
前
、
一
八
）
。
も
と
よ
り
、
間
柄
と
は
、
夫
婦
、
親
子
、
兄
弟
、
友
達
な
ど
の
具
体
的
で
事
実
的
な
関
係
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、

間
柄
は
、
具
体
的
で
事
実
的
な
固
定
し
た
関
係
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
以
上
に
、
具
体
的
で
事
実
的
な
関
係
自
体
を
媒
介
す
る
動
的

な
「
否
定
の
運
動
」
に
お
い
て
成
立
す
る
間
主
体
性
の
場
面
を
こ
そ
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
〈
間
柄
〉
が
超
越
の
場
面
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」

と
い
わ
れ
る
場
合
の
超
越
と
は
、
こ
の
「
否
定
の
運
動
」
と
言
い
当
て
ら
れ
る
、
動
的
な
間
主
体
性
の
場
面
へ
と
超
え
出
て
、
そ
こ
か
ら
日
常
的

な
事
実
性
の
本
来
の
あ
り
方
を
開
示
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
し
か
に
、
多
く
の
論
者
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
和
辻
の
い
う
「
否
定
の
運
動
」

が
、
個
か
ら
全
体
へ
、
全
体
か
ら
個
へ
と
い
う
双
方
向
的
な
循
環
運
動
と
し
て
徹
底
さ
れ
ず
に
、
個
か
ら
全
体
へ
の
一
方
向
的
な
運
動
に
傾
く
嫌

い
が
な
く
は
な
い
に
せ
よ
、
し
た
が
っ
て
、
彼
の
議
論
に
は
事
実
的
な
全
体
と
し
て
の
国
家
を
無
批
判
的
に
受
容
す
る
と
い
う
重
大
な
欠
陥
が
あ

る
に
せ
よ
、
和
辻
の
超
越
の
本
来
の
意
味
は
、
佃
や
全
体
の
固
定
し
た
あ
り
方
か
ら
、
動
的
な
間
主
体
性
の
場
面
へ
と
超
え
出
て
、
そ
こ
か
ら
日

る
。
自
己
が
す
で
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
事
実
的
な
世
界
や
他
者
と
の
関
係
を
自
分
の
存
在
可
能
性
と
し
て
引
き
受
け
つ
つ
企
投
す
る
と
い
う
実

存
の
反
復
を
、
自
己
解
放
と
な
ら
ぶ
超
越
の
も
う
一
つ
の
契
機
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
強
調
し
よ
う
と
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
説
く
実
存
的
単
独
者
は
、

も
と
も
と
彼
自
身
が
批
判
し
て
い
た
「
脱
Ｉ
世
界
化
」
さ
れ
た
近
代
の
純
粋
な
意
識
主
体
を
蘇
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
事
実
的

な
世
界
や
他
者
と
の
関
係
へ
と
回
帰
す
る
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ハ
ィ
デ
ガ
ー
は
自
他
の
間
の
主
体
的
な
張
り
を
全
然
視
界
外
に
置
き
、
死
の
現
象
を
通
じ
て
た
だ
く
目
〉
の
全
有
可
能
性
の
み
を
見
る
の

で
あ
る
（
Ｘ
、
二
三
六
）
。
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２
常
的
な
事
実
性
へ
と
還
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
来
的
な
あ
り
方
を
開
示
し
、
実
践
的
に
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ

２
 

「
存
在
と
時
間
爾
一
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
目
指
し
て
い
た
の
は
、
「
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
」
を
仕
上
げ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
一
任
狂
論

の
構
築
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
存
在
の
分
析
が
行
わ
れ
る
基
礎
的
存
在
論
は
存
在
論
的
な
問
い
を
仕
上
げ
る
た
め
の
通
路
で
あ
っ
て
、
人
間
の

あ
り
方
を
解
明
す
る
哲
学
的
人
間
学
と
は
も
と
も
と
別
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
和
辻
は
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
基
礎
的
存
在
論
を
哲
学
的
人

間
学
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
も
と
に
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
巻
之
を
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
「
風

土
」
を
構
想
し
た
。
た
し
か
に
、
こ
こ
に
は
よ
く
』
循
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
和
辻
と
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
間
の
関
心
の
微
妙
な
ズ
レ
が
認
め
ら
れ
る
。
し

か
し
、
「
存
在
と
時
間
」
そ
れ
自
体
の
破
綻
が
如
実
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
基
礎
的
存
在
論
で
の
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
Ⅲ
題
関
心
と
彼
の
哲
学
の
維

本
鱗
想
の
意
図
と
は
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
和
辻
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
か
ら
は
、
基
礎
的
存
在
論
で
の
ハ
ィ
デ

ガ
ー
の
関
心
が
も
と
も
と
「
い
か
に
し
て
主
観
が
お
の
れ
の
内
在
か
ら
超
越
し
て
、
客
観
と
い
う
超
越
者
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う

問
い
の
前
促
を
な
す
主
観
・
客
観
モ
デ
ル
、
な
い
し
は
、
脱
Ｉ
仙
界
化
さ
れ
た
主
観
や
純
粋
空
間
概
念
に
対
す
る
根
底
的
な
批
判
に
あ
っ
た
こ

と
、
し
か
し
、
自
然
を
技
術
的
実
践
の
対
象
と
の
み
見
な
す
特
殊
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
白
狭
》
観
、
な
ら
び
に
、
人
間
の
あ
り
方
を
「
わ
た
し
」
と
い

う
個
人
意
識
と
の
み
見
な
す
特
殊
近
代
的
な
人
間
観
の
ゆ
え
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
そ
の
後
の
関
心
が
当
初
の
そ
れ
か
ら
逸
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
世
界
性
の
概
念
の
も
と
に
近
代
的
な
知
の
あ
り
方
を
徹
底
的
に
批
判
し
組
み
換
え
る
と
い
う
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー

の
当
初
の
問
題
関
心
に
一
貫
し
て
忠
実
で
あ
っ
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
そ
の
人
で
は
な
く
、
む
し
ろ
和
辻
で
あ
っ
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

る
。

和
辻
の
唱
え
る
風
土
は
、
空
間
性
を
基
盤
と
す
る
が
、
近
代
自
然
科
学
が
前
提
と
す
る
純
粋
空
間
の
も
と
に
構
想
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
容
れ
物

五
和
辻
の
「
風
土
」
論
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２３ギⅡ辻哲郎の「風土」論

｜
【
Ｊ
’
一

と
し
て
の
自
然
環
境
の
こ
と
で
は
な
い
。
む
－
）
ろ
、
風
土
と
は
、
坂
部
も
指
摘
－
」
て
い
る
よ
う
に
、
内
と
外
と
の
区
別
が
判
然
と
し
な
い
基
厨
的

な
経
験
（
Ⅱ
超
越
）
に
お
い
て
「
生
き
ら
れ
る
空
間
」
で
あ
り
、
た
ん
な
る
空
間
と
い
う
よ
り
は
時
間
や
歴
史
の
重
層
を
も
そ
の
う
ち
に
含
み
込

ん
だ
「
時
空
複
合
体
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
心
身
関
係
の
根
源
的
な
意
味
を
「
歴
史
と
風
土
の
関
係
を
含
ん
だ
個
人
的
・
社
会
的
な
心
身
関
係
」

に
認
め
る
和
辻
に
と
っ
て
、
「
風
土
も
ま
た
人
間
の
肉
体
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
（
Ⅷ
、
一
七
）
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
個
人
の
肉
体
が
た
ん
な
る
物
体

で
は
な
く
、
他
者
や
物
と
の
実
践
的
・
行
為
的
な
連
関
の
主
体
的
な
表
現
で
あ
る
よ
う
に
、
自
分
た
ち
の
肉
体
と
し
て
生
き
ら
れ
る
風
土
も
、
間

柄
と
し
て
の
人
間
存
在
の
人
や
物
と
の
か
か
わ
り
の
主
体
的
な
表
現
な
の
で
あ
る
。
風
土
は
具
体
的
に
は
「
共
同
態
の
形
成
の
仕
方
、
意
識
の
仕

方
、
従
っ
て
言
語
の
作
り
方
、
さ
ら
に
は
生
産
の
仕
方
や
家
屋
の
作
り
方
」
（
Ⅷ
一
八
）
な
ど
に
お
い
て
現
わ
れ
て
く
る
が
、
こ
う
し
た
風
土

の
現
象
は
、
間
柄
と
し
て
の
人
間
存
在
の
主
体
的
な
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
「
自
己
了
解
の
仕
方
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

和
辻
に
お
い
て
、
超
越
は
第
一
義
的
に
は
間
柄
へ
の
超
越
で
あ
っ
た
が
、
間
柄
の
時
間
的
・
空
間
的
な
構
造
に
応
じ
て
、
そ
れ
は
歴
史
性
な
ら

び
に
風
土
性
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
超
越
に
お
け
る
風
土
性
の
意
義
の
強
調
は
、
和
辻
の
立
場
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立
場
と
の
違
い
を

際
立
た
せ
る
。
い
や
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
の
欠
陥
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
和
辻
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
人
間

存
在
を
個
人
と
し
て
と
ら
え
、
個
人
と
社
会
の
二
重
構
造
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
時
間
性
を
人
間
存
在
の
存
在
構
造
と
し
て
把

捉
し
な
が
ら
も
、
空
間
性
を
同
じ
く
根
源
的
な
存
在
榊
造
と
し
て
活
か
し
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
ｃ
も
っ
と
も
、
第
三
章
で
言
及
し
た

よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
「
近
さ
」
と
「
方
向
の
切
り
開
き
」
と
い
う
性
格
を
も
っ
た
、
主
観
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
空
間
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
し
、
こ
れ
は
こ
れ
で
和
辻
の
空
間
性
に
つ
い
て
の
議
論
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
存
在
と
時
間
」
の
ハ
ィ
デ
ガ
ー

が
人
間
の
存
在
榊
造
を
や
が
て
時
間
性
へ
と
収
散
さ
せ
て
い
っ
た
と
き
、
た
と
え
ば
、
実
存
の
「
被
投
的
企
投
」
の
被
投
性
の
意
味
は
、
時
間
性

の
一
契
機
で
あ
る
既
在
性
に
の
み
限
ら
れ
て
、
現
存
在
の
空
間
性
す
な
わ
ち
身
体
性
や
風
土
性
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

利
辻
に
言
わ
せ
れ
ば
、
我
々
の
存
在
は
、
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
無
限
に
豊
富
な
様
態
を
も
っ
て
風
土
的
に
も
規
定
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
「
我
々
は
た
だ
過
去
を
背
負
う
の
み
な
ら
ず
ま
た
風
土
を
も
背
負
う
の
で
あ
る
」
（
Ⅷ
、
二
一
）
。
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
「
被
投
的
企
投
」
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2４ 
と
は
、
「
す
で
に
有
る
こ
と
で
あ
り
つ
つ
あ
ら
か
じ
め
有
る
」
と
い
う
我
々
の
あ
り
方
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
で
あ
る
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
は
無
制
約
の
自
由
で
は
な
く
、
過
去
を
背
負
い
つ
つ
自
由
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
和
辻
に
と
っ
て
は
、
歴
史
性

は
風
土
性
と
相
即
し
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
、
風
土
的
規
定
も
人
間
の
自
由
な
発
動
に
一
定
の
性
格
を
与
え
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
「
風
土
の
型
は
ま
た
（
風
土
的
な
負
荷
の
も
と
で
の
自
由
な
）
自
己
了
解
の
型
と
な
る
」
（
Ⅷ
、
二
二
）
。

も
っ
と
も
自
己
了
解
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
寒
さ
を
感
じ
る
と
き
、
寒
さ
を
感
じ
る
「
主
観
」
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
を
理
解

す
る
こ
と
で
は
な
い
。
我
々
は
寒
さ
を
感
じ
る
と
き
、
「
体
を
引
き
し
め
る
、
着
物
を
着
る
、
火
鉢
の
そ
ば
に
よ
る
。
否
、
そ
れ
よ
り
も
強
い
関

心
を
も
っ
て
子
ど
も
に
着
物
を
着
せ
、
老
人
を
火
の
そ
ば
に
押
し
や
る
」
（
Ⅷ
、
一
二
。
し
た
が
っ
て
、
風
土
に
お
け
る
自
己
了
解
と
は
、
身
体

を
基
層
と
す
る
風
土
と
の
か
か
わ
り
の
主
体
的
な
表
現
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
自
己
了
解
で
あ
っ
て
、
「
主
観
」
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
を
理

解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
家
屋
の
様
式
に
し
て
も
、
そ
れ
は
「
家
を
作
る
仕
方
の
固
定
し
た
も
の
」
で
あ
る
が
、
身
体
を
基
層
と
す
る
風
土
と
の

か
か
わ
り
に
お
け
る
間
柄
と
し
て
の
人
間
存
在
の
自
己
了
解
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
、
家
屋
の
様
式
に
限
ら
ず
、
着

物
や
料
理
の
様
式
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
は
文
芸
、
美
術
、
宗
教
、
風
習
な
ど
あ
ら
ゆ
る
人
間
生
活
の
表
現
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
自
然
環
境
と
人
間
と
の
間
に
影
響
関
係
を
見
て
取
ろ
う
と
す
る
常
識
的
な
立
場
は
、
風
土
の
現
象
か
ら
人
間
存
在
あ
る
い
は
歴

史
の
契
機
を
洗
い
去
り
、
そ
れ
を
単
な
る
自
然
環
境
と
し
て
の
み
観
照
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
は
和
辻
に
と
っ
て
大
い
な
る

誤
解
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
和
辻
が
疑
問
と
す
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
伝
統
に
内
在
的
な
二
項
対
立
的
な
発
想
で
あ
る
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、
主
観
と
客
観
、
糖
神

と
身
体
、
個
人
と
全
体
、
文
化
と
自
然
の
二
項
対
立
は
原
初
的
な
関
係
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
初
的
な
関
係
は
、
両
項
に
依
存
す

る
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
が
関
係
付
け
る
両
項
を
生
み
出
す
次
元
で
あ
る
。
こ
の
次
元
を
、
和
辻
か
ら
着
想
を
得
て
独
自
の
風
土
学
を
展
開
し
つ
つ

あ
る
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
は
「
通
態
性
（
百
塁
①
Ｃ
冒
一
［
①
）
」
と
呼
ぶ
。
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２５和辻哲郎の「風化」論

ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

ジ
ャ
ン
・
ピ
ア
ジ
ュ
や
ジ
ル
ベ
ー
ル
・
デ
ュ
ラ
ン
の
考
え
を
取
り
入
れ
た
、
ベ
ル
ク
の
こ
の
「
通
態
性
」
と
い
う
概
念
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
伝

統
に
内
在
的
な
二
項
対
立
的
な
発
想
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
限
り
で
、
和
辻
の
意
を
汲
み
、
そ
れ
を
体
す
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
の
「
通
態

性
」
は
、
主
観
と
客
観
の
中
間
に
あ
っ
て
、
統
計
的
近
似
値
と
し
て
で
は
あ
れ
客
観
的
に
表
象
さ
れ
る
因
果
関
係
と
主
観
の
表
象
の
メ
タ
フ
ァ
ー

的
な
投
影
と
を
相
互
に
媒
介
し
結
び
付
け
る
「
糖
気
に
満
ち
た
交
差
」
の
場
を
示
唆
し
て
い
る
。
和
辻
も
、
「
家
を
作
る
仕
方
」
が
風
土
の
と
の

か
か
わ
り
に
お
い
て
「
家
屋
の
様
式
」
へ
と
固
定
し
て
い
く
様
子
を
、
寒
暑
、
乾
湿
、
風
雨
（
暴
風
、
洪
水
）
、
地
震
、
火
事
な
ど
「
さ
ま
ざ
ま

な
制
約
が
そ
の
軽
重
の
関
係
に
お
い
て
秩
序
づ
け
ら
れ
つ
つ
、
つ
い
に
あ
る
地
方
の
家
屋
の
様
式
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
く
る
」
（
Ⅷ
、
一
一
一
以
下
）

と
語
っ
て
い
る
。
和
辻
に
と
っ
て
、
「
家
を
作
る
仕
方
」
の
固
定
は
、
寒
暑
、
乾
湿
、
風
雨
、
地
震
、
火
事
な
ど
に
お
い
て
、
現
在
の
我
々
の
間

に
お
い
て
ば
か
り
か
、
先
祖
以
来
の
長
い
間
の
了
解
の
堆
積
を
も
踏
ま
え
つ
つ
、
防
ぐ
こ
と
を
と
も
に
し
働
く
こ
と
を
と
も
に
す
る
な
か
で
の

「
人
間
の
自
己
了
解
の
表
現
」
（
Ⅷ
、
’
三
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
た
ん
な
る
自
然
環
境
と
区
別
さ
れ
る
、
こ
の
「
人
間
の
自
己
了
解
の
表
現
」

に
は
、
ベ
ル
ク
の
い
わ
ゆ
る
客
観
的
に
表
象
さ
れ
る
因
果
関
係
と
主
観
の
表
象
の
メ
タ
フ
ァ
ー
的
な
投
影
と
が
と
も
ど
も
「
通
態
的
」
に
織
り
込

し
か
し
、
空
間
性
よ
り
も
時
間
性
に
や
や
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
、
ベ
ル
ク
の
「
通
態
性
」
と
い
う
概
念
に
は
、
和
辻
と
の
批
判
的
な
距
離
も
う
か

が
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ル
ク
に
と
っ
て
、
風
土
と
い
う
現
実
は
、
社
会
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
環
境
、
人
々
と
事
物
、
主
体
と
客
体
が
、
そ

の
風
土
に
固
有
の
「
お
も
む
き
（
認
目
）
」
に
従
っ
て
相
互
に
構
成
し
合
っ
て
き
た
長
い
歴
史
の
、
あ
る
時
点
で
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ

風
土
は
〈
通
態
性
〉
と
し
て
、
す
な
わ
ち
風
土
を
構
成
す
る
諸
項
間
の
〈
相
互
生
成
〉
（
ビ
ァ
ジ
ェ
）
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
ら
の
項
の
あ

る
も
の
か
ら
他
の
も
の
へ
の
〈
可
逆
的
往
来
〉
（
デ
ュ
ラ
ン
）
と
し
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
永
続
的
な
〈
通
態
（
百
畳
【
）
〉

か
ら
、
常
に
精
気
に
満
ち
た
交
差
か
ら
こ
そ
、
生
態
学
的
・
技
術
的
・
美
的
・
概
念
的
・
政
治
的
等
々
の
性
質
を
同
時
に
持
つ
種
々
の
営
み

が
織
り
成
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
あ
る
一
つ
の
風
土
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
ふ
一
。
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2６ 

ゆ
え
風
土
の
研
究
に
は
こ
の
構
成
過
程
Ｔ
通
態
化
）
の
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
和
辻
は
風
土
が
歴
史
的
に
形
成

さ
れ
来
た
っ
た
側
面
を
も
つ
こ
と
を
軽
視
し
て
い
る
、
い
や
ベ
ル
ク
に
言
わ
せ
れ
ば
、
忘
却
も
し
く
は
否
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
時
間
性
と
空
間
性
、
歴
史
性
と
風
土
性
と
が
相
即
す
る
と
し
な
が
ら
、
和
辻
が
発
生
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
で
あ
る
「
通
態

化
」
を
省
み
る
こ
と
な
く
風
上
の
現
象
を
考
察
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
時
間
の
忘
却
Ⅱ
否
定
は
、
「
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
自
然
の
な
か

（
９
）
 

に
打
ち
立
て
る
と
い
う
、
「
風
土
」
の
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
意
図
と
見
事
に
合
致
す
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
和
辻
の
「
風
土
」
は
、
時
間
を
廃

止
し
、
歴
史
的
な
産
物
で
あ
る
社
会
的
な
秩
序
を
自
然
の
秩
序
の
よ
う
に
見
え
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
、
神
話
の
機
能
が
果
た
す
の
と
同
じ
効
果

を
狙
う
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
時
間
を
忘
却
も
し
く
は
否
定
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
、
和
辻
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
的
現
象
学
の

根
底
に
あ
る
も
っ
と
も
重
要
な
区
別
、
す
な
わ
ち
「
存
在
者
」
と
「
存
在
」
、
「
存
在
的
」
と
「
存
在
論
的
」
の
区
別
を
あ
え
て
困
却
し
て
い
る
点

に
、
ベ
ル
ク
は
和
辻
の
風
土
論
の
難
点
を
、
そ
れ
と
同
時
に
日
本
の
思
考
特
有
の
傾
向
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
和
辻
が
表
現
し
て
い

る
日
本
の
思
考
特
有
の
傾
向
と
は
、
「
自
然
の
感
覚
的
な
現
れ
を
何
か
抽
象
的
な
原
理
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
現
れ
そ
の
も
の
に

一
Ⅲ
｜

密
渚
す
る
」
と
い
う
傾
向
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
「
松
の
こ
と
は
松
に
習
え
」
と
い
う
芭
蕉
の
格
一
一
一
一
回
に
お
い
て
、
松
は
松
と
い
う
も
の
－

股
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
る
特
定
の
松
の
こ
と
な
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
そ
の
か
ぎ
り
冠
詞
を
欠
く
日
本
語
自
体
が
存
在
と
存
在
者
の

区
別
を
拒
否
し
て
い
る
と
も
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
存
在
が
存
在
者
と
区
別
さ
れ
な
い
の
な
ら
、
時
間
も

（
Ⅲ
）
 

土
二
間
も
感
覚
的
現
実
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
」
。一
脳
）

も
と
よ
り
、
一
部
の
論
者
が
論
難
す
る
よ
う
に
、
和
辻
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
的
存
在
垂
、
の
榊
想
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
和
辻
は
、
人
間
存
在
の
存
在
論
的
把
握
と
存
在
的
把
握
と
の
区
別
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
。
和
辻
は
、
歴
史
的
・
風
土
的
現
象

が
「
人
間
の
自
覚
的
存
在
の
表
現
で
あ
る
こ
と
、
風
土
は
か
か
る
存
在
の
自
己
客
体
化
、
自
己
発
見
の
契
機
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
主
体
的
な
る

人
間
存
在
の
型
と
し
て
の
風
土
の
型
は
風
土
的
・
歴
史
的
現
象
の
解
釈
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
こ
と
」
（
Ⅷ
、
二
二
）
を
「
厳
密
に
存
在
論
的

規
｛
医
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
存
在
論
的
規
定
は
特
殊
で
具
体
的
な
人
間
存
在
の
あ
り
方
を
把
握
す
る
も
の
で
は
な
く
、
存
在
的
把
握
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２７ドⅡ辻哲郎の「風土」

灸
加

を
方
法
上
導
き
得
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
両
者
を
切
り
離
す
こ
と
に
異
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
和
辻
は
、
存
在
的
把
握
か
ら
切
り
離
さ

れ
た
存
在
論
的
把
握
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
「
特
殊
な
る
風
土
現
象
の
直
観
か
ら
出
発
し
て
人
間
存
在
の
特
殊
性
に
入
り
込
も
う
と
す

る
」
（
Ⅷ
、
二
三
）
。
特
殊
的
な
存
在
の
特
殊
性
に
向
か
う
か
ぎ
り
、
歴
史
的
・
風
土
的
現
象
の
理
解
は
「
存
在
的
認
識
」
で
あ
る
が
、
そ
の
特
殊

な
仕
方
を
「
人
間
の
自
覚
的
存
在
」
の
様
態
と
し
て
把
握
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
「
存
在
論
的
認
識
」
で
も
あ
る
。
こ
う
し
て
、
和
辻
に
と
っ
て
、

「
人
間
の
歴
史
的
・
風
土
的
特
殊
構
造
の
把
捉
は
、
存
在
論
的
・
存
在
的
認
識
と
：
．
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
」
（
Ⅷ
、
二
三
）
。

し
た
が
っ
て
、
和
辻
は
、
「
風
土
」
の
本
論
に
あ
た
る
箇
所
で
は
、
歴
史
的
・
風
土
的
現
象
を
存
在
論
的
に
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
特
殊
で

具
体
的
な
「
風
土
の
型
」
を
い
わ
ば
比
較
文
化
論
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
た
と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
一
元
的
な
原

理
の
展
開
と
の
対
比
に
お
い
て
も
、
特
殊
な
も
の
を
特
殊
な
ま
ま
に
認
め
る
文
化
多
元
論
に
道
を
拓
く
豊
か
な
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、

ベ
ル
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
構
成
過
程
（
Ⅱ
通
態
化
）
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
風
土
性
を
考
え
る
こ
と
は
、
歴
史
の
産
物
で
あ
る
風
土
を
あ
た

か
も
自
然
の
秩
序
の
よ
う
に
見
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
錯
視
が
、
和
辻
の
記
述
を
自
然
に
よ
る
歴
史
や
文
化
の
決
｛
襄
耐
に

傾
か
せ
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
自
然
の
感
覚
的
現
れ
そ
の
も
の
に
密
着
さ
せ
も
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
も
ベ
ル
ク
の
批
判
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

和
辻
は
「
特
殊
な
る
風
土
現
象
の
直
観
か
ら
出
発
し
て
人
間
存
在
の
特
殊
性
に
入
り
込
も
う
と
す
る
」
が
、
彼
の
「
風
土
」
で
の
誤
り
は
、
一
定

の
社
会
が
そ
の
環
境
と
取
り
結
ぶ
関
係
で
は
な
く
、
こ
の
環
境
と
彼
自
身
と
の
関
係
、
つ
ま
り
、
彼
の
旅
の
「
直
観
的
な
印
象
」
を
「
風
土
性
の

具
体
的
地
盤
」
と
取
り
違
え
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
坂
部
が
評
価
す
る
よ
う
に
、
「
あ
く
ま
で
み
ず
か
ら
の
〈
直
観
的
な
印
象
〉

を
出
発
点
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
風
土
を
内
側
か
ら
生
き
、
そ
の
〈
人
間
的
〉
な
い
し
〈
人
間
学
的
〉
意
味
連
関
を
理
解
し
自
覚
化
し
抽
出
す
る

一
い
｝

と
い
う
方
法
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
和
辻
の
記
述
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
し
な
や
か
な
洞
察
力
や
瑞
々
し

い
感
性
が
う
か
が
え
も
す
る
。
し
か
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
「
人
間
の
精
神
の
風
土
学
」
に
つ
い
て
「
学
的
労
作
で
は
な
く
し
て
詩
人
的
想
像
の
産
物

に
類
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
（
Ⅷ
、
二
三
）
と
カ
ン
ト
が
批
評
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
危
険
を
あ
え
て
承
知
の
う
え
で
挑
ん
だ
和
辻

の
「
風
土
」
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
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2８ 

そ
の
さ
い
、
和
辻
は
「
日
常
直
接
の
事
実
」
と
し
て
の
「
風
土
」
に
あ
く
ま
で
も
寄
り
添
お
う
と
す
る
。
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
発
想
と
の
、

ひ
い
て
は
西
洋
の
発
想
と
の
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
主
観
・
客
観
モ
デ
ル
、
な
い
し
は
、
脱
Ｉ
世

界
化
さ
れ
た
主
観
や
純
粋
空
間
概
念
に
対
す
る
根
底
的
な
批
判
と
い
う
文
脈
で
は
「
現
存
在
の
日
常
性
と
い
う
存
在
様
式
」
の
う
ち
に
認
め
ら
れ

る
「
根
源
的
な
超
越
」
の
櫛
造
を
押
し
出
そ
う
と
す
る
が
、
そ
し
て
「
日
常
性
の
存
在
様
式
へ
と
帰
る
の
が
す
べ
て
の
実
存
す
る
こ
と
の
あ
り
の

ま
ま
の
姿
」
で
あ
る
と
す
る
が
、
彼
に
と
っ
て
、
日
常
性
は
そ
こ
に
留
ま
り
続
け
る
場
で
は
な
い
。
「
日
常
直
接
の
事
実
」
の
自
明
性
こ
そ
が
問

題
と
な
る
。
「
存
在
的
に
は
（
日
常
に
お
い
て
）
最
も
近
く
て
熟
知
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
存
在
論
的
に
は
最
も
遠
く
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
も

は
ま
た
敵
対
性
）
の
相
貌
を
必

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

こ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
カ
ン
ト
を
経
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
至
る
ま
で
の
西
洋
の
人
間
観
、
つ
ま
り
「
個
人
主
義
的
人
間
観
」
を
訂
正
し
、
人
間

存
在
を
ま
さ
に
人
と
人
と
の
間
柄
存
在
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
語
り
だ
さ
れ
る
和
辻
の
「
風

土
」
は
、
「
主
体
的
な
人
間
存
在
（
間
柄
存
在
）
の
表
現
と
し
て
」
、
主
客
の
明
確
な
分
離
以
前
の
基
隔
的
な
体
験
に
お
い
て
、
親
密
性
（
あ
る
い

は
ま
た
敵
対
性
）
の
相
貌
を
お
び
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
、
時
間
や
歴
史
の
重
層
を
も
そ
の
う
ち
に
含
み
込
ん
だ
「
生
き
ら
れ
る
時
空
複
合
体
」

和
辻
は
、
「
倫
理
学
」
序
論
冒
頭
で
、
西
洋
哲
学
に
対
す
る
彼
の
批
判
の
要
点
を
次
の
よ
う
に
断
言
し
て
い
る
。

倫
理
学
を
〈
人
間
〉
の
学
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
第
一
の
意
義
は
、
倫
理
を
単
に
個
人
意
識
の
問
題
と
す
る
近
世
の
誤
謬
か

ら
脱
却
す
る
こ
と
で
あ
る
（
Ｘ
、
一
二
。

お
わ
り
に
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２９和辻哲郎の「風土」論
の
な
の
で
あ
る
」
（
の
Ｎ
・
器
‐
岩
）
。
日
常
の
存
在
了
解
は
「
隠
蔽
」
と
い
う
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
現
象
学
的
解
釈
学
は
そ
の
覆
い
を

剥
ぎ
取
っ
て
み
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
日
常
性
が
「
本
来
性
」
と
区
別
さ
れ
る
「
非
本
来
性
」
や
「
頽
落
」
と
特
徴
付
け
ら

れ
た
り
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
和
辻
は
、
存
在
論
が
解
明
す
る
べ
き
「
存
在
」
と
は
あ
く
ま
で
も
「
人
間
存
在
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
ハ
ィ
デ

ガ
ー
の
い
う
「
隠
さ
れ
た
現
象
」
は
「
現
象
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
批
判
す
る
（
Ⅸ
、
’
八
二
。
し
か
し
、
「
日
常
直
接
の
事
実
」
に
寄

り
添
う
こ
と
は
、
ベ
ル
ク
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
構
成
過
程
（
Ⅱ
通
態
化
）
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
風
土
性
を
考
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
歴

史
の
産
物
で
あ
る
風
土
を
あ
た
か
も
自
然
の
秩
序
の
よ
う
に
見
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
錯
視
が
、
和
辻
の
記
述
を
自
然
に

よ
る
歴
史
や
文
化
の
決
｛
悪
珈
に
傾
か
せ
た
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
自
然
の
感
覚
的
現
れ
そ
の
も
の
に
密
着
き
せ
も
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
自
然
の
感
覚
的
現
れ
そ
の
も
の
へ
の
密
着
こ
そ
、
和
辻
の
「
風
土
」
の
魅
力
を
醸
し
出
す
最
大
の
要
因
で
あ
る
と
同
時
に
、
和

辻
に
限
ら
ず
、
日
本
の
文
化
的
伝
統
に
棹
さ
す
我
々
の
眼
を
曇
ら
せ
る
元
凶
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
和
辻
の
「
風
土
」
を
評
価
す
る
に
当

た
っ
て
の
最
大
の
困
難
と
日
本
の
文
化
的
伝
統
を
背
負
う
我
々
自
身
の
抱
え
る
最
大
の
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
１
）
和
辻
が
展
開
す
る
解
釈
学
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。
］
。
ヨ
ロ
・
菖
目
二
○
Ｐ
因
①
戸
乏
の
ｇ
一
目
】
ご
一
目
巳
ｇ
ｐ
Ｑ
）
ヨ
ョ
目
呉
曽
三
①
Ｃ
［
目
已
○
耳
目
戸

、
①
一
「
目
○
○
二
の
『
》
三
①
＆
昌
曰
殖
二
ご
皀
妨
二
一
『
⑦
扇
巨
『
○
㎡
饅
①
ロ
ゴ
①
二
ｓ
［
一
○
の
．
》
百
三
】
＆
局
一
「
・
三
自
国
｛
８
．
）
・
」
量
ご
色
覚
愚
エ
⑩
三
意
ミ
ミ
『
ｎ
時
の
ミ
馬
ミ
。
ｇ
ミ
国
。
再

二
妃
』
ニ
ミ
（
２
ミ
ミ
ー
ミ
毎
ｓ
「
ミ
ミ
一
目
・
頭
目
Ｃ
ｌ
Ｅ
－
Ｐ
弓
『
。
‐
函
①

（
２
）
「
和
辻
哲
郎
全
集
」
（
岩
波
書
店
）
か
ら
の
引
用
は
、
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
を
漢
数
字
で
示
す
。

（
３
）
日
常
性
か
ら
出
発
す
る
「
存
在
と
時
間
」
第
一
部
第
一
編
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
を
高
く
評
価
す
る
論
者
に
、
現
代
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
の
一
人
ド
レ

註
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3０ 

〆￣､〆￣～デヘ＝へ〆へダー、ダー、_、

１３］２１１１０９８７６ 
、一、－－、￣、～＝、－－、_〆～〆、－〆

〆￣、

５ 
￣￣ 

フ
ァ
イ
ス
が
い
る
。
彼
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
に
よ
れ
ば
、
日
常
性
こ
そ
技
術
的
・
実
践
的
な
理
解
可
能
性
を
切
り
拓
く
解
釈
学
的
基
盤
で
あ
る
。
し
か
し
、

技
術
的
実
践
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
文
脈
で
日
常
性
を
と
ら
え
て
い
る
限
り
、
和
辻
と
は
趣
を
異
に
す
る
。

冒
す
ｎ
コ
Ｆ
・
ロ
『
ｑ
冒
脾
」
画
昌
賄
‐
旨
‐
『
意
‐
ご
亘
員
二
ｎ
・
ミ
ヨ
角
ミ
ミ
］
冒
需
ミ
応
麗
⑱
、
啄
醇
冒
蝿
§
』
『
等
量
□
ご
ミ
ミ
一
一
ｐ
ヨ
ヨ
已
聰
・
冨
尹
』
し
し
］
（
門
脇
俊
介

監
訳
「
世
界
内
糠
柱
、
〈
存
在
と
時
間
〉
に
お
け
る
日
常
性
の
躍
縦
學
一
産
業
図
書
、
二
○
○
○
年
）

（
４
）
こ
れ
は
覇
柱
と
時
側
」
の
出
版
か
ら
一
年
後
（
一
九
二
八
年
）
の
離
義
（
巴
菖
切
ェ
⑦
一
二
［
専
緒
・
］
・
冨
胃
ｇ
『
鴨
『
こ
・
］
鴎
冒
晒
ｍ
Ｃ
己
已
：
⑥
冒
呂
⑰
『
］
垣
鵠
・

富
。
冒
已
ご
爵
呂
⑪
シ
員
自
、
切
鳴
目
」
。
⑰
『
Ｐ
Ｃ
四
旨
ヨ
シ
房
填
冒
碩
ご
・
。
Ｆ
⑱
ヨ
ワ
ヨ
Ｎ
・
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
ク
ロ
ス
タ
ー
マ
ン
社
版
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
（
ご
胃
冒

ェ
。
－
号
鵠
⑰
『
》
Ｑ
艮
冒
三
里
「
ミ
（
鑓
８
句
．
「
冒
已
寓
目
色
．
三
・
・
【
｜
◎
罪
〔
⑥
。
菖
昌
】
）
か
ら
の
引
用
は
、
全
集
版
の
巻
数
、
真
数
を
。
シ
⑬
。
．
』
Ｓ
‐
ヨ
Ｃ
の
よ
う
に
表
記
す

同
、
二
九
頁
○

嶺
秀
樹
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
日
本
の
哲
筆
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
○
○
二
年
、
’
一
四
頁
◎

坂
部
忠
「
和
辻
哲
郎
」
岩
波
緋
店
、
一
九
八
六
年
、
二
八
頁
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
ニ
迂
鮓
こ
時
間
」
（
冨
員
冒
浬
③
己
◎
隅
⑰
『
》
閨
、
ヨ
ミ
ミ
Ｎ
９
．
房
一
一
⑰
．
Ｚ
一
⑥
百
】
③
望
８
か
ら
の
引
用
は
、
ｍ
Ｎ
ｓ
の
よ
う
に
、
周
の
あ
と
に
頁
数
を

ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
半
塞
記
す
る
。

で
：
【
」
胃
、
。
『
［
西
屑
］
宣
色
『
ｇ
侭
・
『
く
・
『
一
⑩
菅
二
頤
叩
・
自
己
曾
吻
・
曰
・
甑
『
⑰
『
一
自
吻
響
卑
。
｝
・
順
・
曰
・
目
冒
『
○
③
“
・
宮
・
一
】
（
⑩
烏
②
Ｎ
③
一
〔
冨
自
房

坂
部
恵
一
．
和
辻
哲
郎
」
岩
波
轡
店
、
’
九
八
六
年
、
’
○
七
頁
》

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ペ
ル
ク
「
風
土
の
日
本
」
（
篠
田
勝
英
訳
）
ち
く
ま
箪
芸
文
脆
、
一
八
通
瓦
》

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
「
日
本
の
風
土
性
」
Ｎ
Ｈ
Ｋ
人
間
大
学
テ
ク
ス
ト
、
二
一
頁
○

同
、
二
八
頁
。

る
◎ 
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